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基
調
講
演

浄
土
宗
の
授
戒
の
本
質

宮　

林　

昭　

彦

司
会　

基
調
講
演
に
先
立
ち
ま
し
て
、
本
日
ご
講
演
を
賜
り
ま
す
宮

林
昭
彦
大
僧
正
台
下
の
ご
紹
介
を
、
大
正
大
学
名
誉
教
授
・
小
澤
憲

珠
先
生
よ
り
い
た
だ
き
ま
す
。

小
澤　

そ
れ
で
は
、
僭
越
で
す
が
、
宮
林
台
下
の
ご
紹
介
を
簡
略
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
宮
林
昭
彦
台
下
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、

鎌
倉
大
本
山
光
明
寺
の
ご
法
主
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
光
明
寺

さ
ま
に
ご
晋
山
す
る
前
は
大
正
大
学
の
教
授
で
し
た
。

　

台
下
は
長
野
県
の
ご
出
身
で
し
て
、
大
正
大
学
の
仏
教
学
科
に
ご

入
学
後
、
一
貫
し
て
仏
教
学
研
究
室
に
て
学
究
生
活
を
送
ら
れ
、
ま

た
、
宗
門
子
弟
の
指
導
に
も
当
た
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、

仏
教
学
科
長
、
さ
ら
に
は
人
間
学
部
長
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

台
下
の
ご
専
門
分
野
は
、
今
日
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
戒
律
学

で
す
。
伺
う
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
大
野
法
道
先
生
、
さ
ら
に
は

佐
藤
密
雄
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
た
と
承
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
中

国
の
道
宣
の
戒
律
学
は
ご
専
門
中
の
ご
専
門
で
、
戒
律
関
連
の
論
文

も
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
戒
律
に
関
す
る
著
書
と
し
て
、『
人

間
と
し
て
―
戒
の
あ
る
生
活
―
』、『
授
戒
―
仏
心
を
育
て
る
』
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
宗
内
に
お
い
て
は
、
大
本
山
増
上
寺
の
伝
宗
伝
戒
道
場
、

あ
る
い
は
璽
書
道
場
に
お
き
ま
し
て
、
長
年
に
わ
た
り
教
誡
師
と
し

て
戒
脈
、
円
頓
戒
の
ご
勧
誡
を
賜
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
日
は
そ
の
よ
う
な
ご
専
門
を
踏
ま
え
た
上
で
の
基
調
講
演
で
し

て
、
貴
重
な
お
時
間
を
先
生
よ
り
賜
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し

く
ど
う
ぞ
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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宮
林
台
下　

た
だ
い
ま
ご
丁
重
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
、

お
名
前
が
出
ま
し
た
大
野
法
道
先
生
、
そ
し
て
佐
藤
密
雄
先
生
は
恩

師
で
す
。
そ
し
て
、
特
に
伝
法
は
椎
尾
弁
匡
先
生
で
す
。
在
学
中
も

椎
尾
先
生
が
三
度
学
長
を
務
め
ま
し
て
、
最
後
の
学
長
の
と
き
に
ご

恩
を
承
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
佛
大
へ
参
り
ま
し
て
、
恵
谷
隆
戒
先

生
と
ご
縁
を
深
く
し
て
、
考
え
て
み
る
と
、
み
ん
な
私
が
専
門
と
い

た
し
ま
す
戒
律
の
関
係
者
で
し
た
。
し
か
し
、
馬
齢
を
重
ね
て
、
そ

う
い
う
恩
師
の
学
恩
は
全
く
継
い
で
お
り
ま
せ
ん
で
、
生
来
怠
惰
で

す
の
で
、
じ
く
じ
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
た
ま
た
ま
「
授
戒
会
・
帰
敬
式
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

学
術
大
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
基
調
講
演
に
ご
指
名
い
た

だ
い
た
よ
う
で
す
。
浄
土
宗
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
伝
宗
で
は
五
重

相
伝
が
、
我
々
自
身
、
自
証
門
と
し
て
受
け
る
わ
け
で
す
し
、
ま
た
、

化
他
門
と
し
て
結
縁
五
重
等
々
が
あ
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
伝
法
で

は
伝
宗
伝
戒
が
宗
規
で
す
か
ら
、
当
然
、
授
戒
と
い
う
も
の
も
、
言

わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

私
の
師
匠
も
布
教
師
で
し
た
が
、
師
匠
の
師
匠
と
い
う
か
、
ご
存

じ
の
方
も
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
、
岩
井
智
海
大
僧
正
が
お
り
ま
す
。

五
重
相
伝
の
講
説
を
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
出
版
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
授
戒
の
貴
重
な
要
録
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
も
二
四
～
二
五
席
ぐ
ら
い
の
授
戒
会
で
、
本
来
、
授
戒
と
い

う
も
の
も
七
日
間
勤
め
る
も
の
で
す
。
そ
の
当
時
は
五
重
相
伝
も
一

週
間
、
授
戒
も
一
週
間
と
、
私
は
師
匠
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、

や
は
り
浄
土
宗
は
授
戒
に
対
し
て
も
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
し
た
。

　

戦
後
、
椎
尾
先
生
が
一
日
授
戒
を
な
さ
い
ま
し
た
。
戦
後
の
混
乱

期
に
、
何
と
言
っ
て
も
、
仏
性
の
種
を
お
ろ
す
の
は
授
戒
だ
と
い
う

こ
と
で
、
一
日
授
戒
と
い
う
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
、
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
結
婚
式
も
お
勤
め
す
る
の
は
戒
師
で

す
し
、
そ
し
て
ま
た
、
戒
を
受
け
た
者
、「
戒
名
」
の
「
戒
」
は
、

ま
さ
に
授
戒
を
受
け
た
者
に
授
け
る
法
名
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ

け
で
す
。
た
だ
、
や
や
と
い
た
し
ま
す
と
、
浄
土
宗
は
、
結
帰
一
行

三
昧
の
立
場
で
あ
り
、
む
し
ろ
戒
と
は
、
法
然
上
人
は
、
建
前
か
ら

言
え
ば
、「
難
行
・
雑
行
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
さ
れ
ま
す
が
、

や
は
り
念
仏
一
行
と
い
う
風
潮
が
強
い
で
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
考
え
て
み
れ
ば
、
仏
教
の
実
践
は
、
三
学
を
修

行
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
法
然
上
人
は
三

学
非
器
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
で
す
か
ら
、
三
学
を
受
け
入
れ

る
器
で
は
な
い
、
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
や
や
戒
に
対
す
る
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考
え
方
に
は
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

私
も
か
つ
て
、『
遺
教
経
』
と
い
う
経
典
を
読
み
ま
し
た
。
私
の

出
身
は
信
州
で
す
が
、
特
に
お
葬
儀
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
長
野
県

は
曹
洞
宗
が
多
い
の
で
す
が
、
誦
経
を
一
緒
に
お
唱
え
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
必
ず
『
遺
教
経
』
を
読
み
ま
す
。

　

そ
し
て
、
私
ど
も
浄
土
宗
の
葬
儀
で
も
よ
く
『
遺
教
経
』
を
読
ん

で
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
『
遺
教
経
』
の
中
の
「
波
羅
提
木
叉
を
珍

敬
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
耳
に
残
っ
て
い
ま
し
て
、
子
供
の
と
き
、

波
羅
提
木
叉
っ
て
何
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
釈
迦
に
説
法
で
す
が
、
戒
律
と
い
う
も
の
は
「
戒
」
と

「
律
」
と
い
う
言
語
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
日
本
、
特
に
大
乗
仏
教
圏

で
は
戒
律
と
い
う
一
つ
の
言
葉
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

私
、
大
正
大
学
在
学
中
に
海
外
研
修
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
タ
イ
へ

行
き
ま
し
た
。
ど
こ
へ
行
か
せ
て
も
ら
う
の
か
と
思
い
な
が
ら
、
ち

ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
韓
国
の
東
国
大
学
と
の
交
流
が
あ
り
ま
し
て
、

少
し
出
向
き
ま
し
た
。

　

そ
の
あ
と
、
南
方
仏
教
と
い
う
こ
と
で
、
実
は
タ
イ
へ
参
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
得
度
で
も
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
、
安
居
の
体
験
を
し
て
き
ま
し
た
。
私
が
先
ほ
ど
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
特
に
「
律
」
は
佐
藤
密
雄
先
生
に
学
ん
だ
の
で
す

が
、「
せ
っ
か
く
行
く
の
だ
か
ら
、
衣
の
着
方
と
か
、
私
は
知
ら
な

い
か
ら
、
よ
く
勉
強
し
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
、
三
衣
一
鉢
の
安
居
の

さ
さ
や
か
な
体
験
の
た
め
タ
イ
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。
浄
土
宗
で
は

藤
吉
先
生
が
か
つ
て
行
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ワ
ッ
ト
・
パ
ク
ナ
ム

と
い
う
寺
で
半
年
ほ
ど
過
ご
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
感
じ
た
の
は
、
上
座
仏
教
に
は
「
律
」
が
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
戒
律
と
言
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
や
っ
ぱ
り
律
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
三
学
が
規
則
で
す
か
ら
、
き
ち
っ
と
四
六

時
中
そ
の
中
で
生
活
を
す
る
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
、
朝
、
上
座
仏
教
も
鐘
に
よ
っ
て
起
き
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
と
き
に
、
曇
っ
て
い
る
と
き
は
案
外
遅
い
の
で
す
。
ず
っ
と
日

が
照
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
時
間
が
五
時
で
あ
っ
た
り
五
時
二
〇
分

で
あ
っ
た
り
。
そ
う
す
る
と
、
日
時
計
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
中
で
、

お
釈
迦
様
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
律
」
と
い
う
も
の
を
守
る
。
も
ち
ろ

ん
時
計
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
、
日
時
計
で

行
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
幾
ら
時

代
が
変
わ
っ
て
も
、
お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
律
に
よ
っ
て
生
活
を
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

修
行
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
托
鉢
。
昔
か
ら
三
衣
一
鉢
と
言
い
ま

す
か
ら
、
あ
の
黄
色
い
衣
を
着
て
、
そ
し
て
、
朝
、
托
鉢
に
出
る
わ
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け
で
す
。
そ
の
と
き
に
は
も
ち
ろ
ん
裸
足
で
参
り
ま
し
て
、
ず
っ
と

托
鉢
を
す
る
。

　

一
軒
一
軒
町
中
に
立
っ
て
お
り
ま
し
て
、
履
物
を
脱
い
で
、
そ
し

て
、
施
物
と
し
て
ご
飯
と
か
野
菜
と
か
い
う
も
の
を
く
だ
さ
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
中
に
魚
類
な
ど
も
入
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
生
物
は
食
べ
ま
せ
ん
が
、
向
こ
う
は
そ
う
い
う
も
の
も

く
だ
さ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
、
や
が
て
台
所
で
沙
弥

が
そ
れ
を
料
理
し
て
、
我
々
は
食
べ
る
わ
け
で
す
。

　

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
り
ま
す
と
き
に
、
鍛
冶
屋
の
純
陀
が
お
釈
迦

様
を
供
養
し
た
い
と
、
毒
キ
ノ
コ
と
か
、
あ
る
い
は
豚
肉
と
か
、
そ

う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
差
し
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
や
っ
ぱ
り
お
釈
迦
様
も
供
養
す
る
も
の
は
選
ば
ず
に
頂
戴
を
し

た
。
で
す
が
、
必
ず
し
も
中
国
仏
教
の
よ
う
に
、
精
進
で
行
く
と
か

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
案
外
召
し
上
が
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
よ
う
な
気
も
し
た
わ
け
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
南
方
仏
教
の
比
丘
た
ち
が
日
本
へ
参
り
ま
し
て
も
、

私
の
友
人
が
来
て
泊
っ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
最
初
、
い
わ
ゆ
る
日

本
的
な
精
進
料
理
を
出
し
た
ら
、「
こ
れ
、
お
腹
が
す
い
ち
ゃ
っ
て

困
る
よ
、
も
っ
と
ト
ン
カ
ツ
み
た
い
な
の
な
い
か
な
っ
て
。
そ
う
言

っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
言
い

な
が
ら
、
親
し
い
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　

私
の
家
族
な
ん
か
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
差
し
上
げ
て
も
い
い
の

か
し
ら
っ
て
、
と
い
う
よ
う
な
経
験
を
し
た
の
で
す
が
、
食
を
い
た

だ
く
と
い
う
、
施
食
と
い
う
考
え
方
に
対
す
る
風
土
と
い
う
も
の
が
、

中
国
仏
教
と
今
の
上
座
仏
教
は
異
に
し
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
の

で
す
が
、
そ
う
い
う
托
鉢
を
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
午
前
中
は
、「
阿
毘
達
磨
」、
そ
れ
か
ら
、
経
典
等
を
暗

唱
や
講
義
に
費
や
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
非
時
食
で
す
か
ら
、

当
然
、
食
事
は
昼
前
に
い
た
だ
く
。
で
す
か
ら
、
一
一
時
ご
ろ
に
な

る
と
教
師
が
し
ゃ
べ
り
出
し
て
も
、
ノ
ー
ト
を
し
ま
っ
て
、
そ
れ
よ

り
早
く
や
め
る
よ
う
ア
ピ
ー
ル
を
す
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
、
非
時
食

を
き
ち
っ
と
守
っ
て
い
る
。

　

そ
の
か
わ
り
翌
朝
ま
で
食
事
を
い
た
し
ま
せ
ん
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の

ほ
う
で
は
、
多
少
、
水
物
と
か
、
う
が
い
す
る
程
度
。
タ
イ
で
は
た

ま
た
ま
日
系
の
副
住
職
が
そ
こ
に
お
り
ま
し
て
、
牛
乳
ぐ
ら
い
は
と

言
っ
て
差
し
入
れ
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い

う
生
活
な
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
律
と
い
う
こ
と
で
、
得
度
す
る
に
は
ス
ポ
ン
サ
ー
が

つ
く
の
で
す
が
、
私
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
く
れ
た
人
が
、
こ
れ



─ 5─

も
日
系
の
人
で
し
て
、
父
親
が
日
本
人
で
、
母
親
が
タ
イ
の
人
で
、

そ
の
方
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
女
性
が
訪
問
さ
れ
た
の
で
す
。
た
だ
、
タ
イ
は
部
屋
へ
蚊
が

来
る
も
の
で
す
か
ら
、
つ
い
に
戸
を
閉
め
て
し
ま
う
。
そ
う
し
ま
す

と
、
ト
ン
ト
ン
と
来
て
、「
一
体
女
性
と
二
人
で
一
部
屋
に
い
る
と

い
う
こ
と
、
お
ま
え
比
丘
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
か
」
な
ん
て
言
っ

て
お
り
ま
し
た
。

　

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
律
で
決
ま
っ
て
い
て
、
女
性
と
会
う
と
き
に

は
第
三
者
が
開
け
て
そ
の
中
で
会
う
と
い
う
の
も
あ
る
も
の
で
す
か

ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
些
細
な
日
常
生
活
も
経
験
を
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
遊
行
と
言
っ
て
、
外
へ
出
て
、
帰
っ
て
く
る
と
き
に

は
、
必
ず
比
丘
は
長
老
の
前
で
懺
悔
を
す
る
の
で
す
。
随
犯
随
制
と

言
っ
て
、
そ
の
都
度
そ
こ
で
行
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
を
一
体
告
白
す
る
の
か
と
聞
く
の
で
す
が
、
例
え

ば
、
女
人
を
見
て
、
美
し
い
人
が
い
る
な
と
か
、
あ
る
い
は
物
を
食

べ
て
い
る
と
き
に
よ
く
考
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
日
常

生
活
に
対
し
て
こ
う
い
う
こ
と
を
今
日
は
思
い
ま
し
た
と
か
、
随
犯

で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
日
常
生
活
的
な
こ
と
を
そ
こ
で
告
白
を

し
て
、
懺
悔
を
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
夜
に
な
る
と
瞑
想
し
ま
す
。
こ
れ
は
ワ
ッ
ト
・
パ
ク

ナ
ム
に
よ
っ
て
違
う
の
で
す
が
、
私
が
行
っ
た
の
は
ト
ン
ブ
リ
と
い

う
地
区
で
し
た
。
水
晶
の
玉
を
鼻
か
ら
入
れ
て
、
気
持
ち
を
清
め
て
、

そ
し
て
、
そ
の
水
晶
の
玉
を
目
の
前
に
置
く
の
で
す
。
そ
れ
を
見
な

が
ら
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
へ
来
た
と
き
も
、
山
梨
県
へ
行
っ
て
水
晶
の
玉

を
欲
し
い
な
ん
て
言
い
出
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
の
が

比
丘
の
日
常
生
活
で
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
律
と
い
う
も
の
は
、
波
羅
夷
罪
二
二
七
戒
条
の
パ

ー
リ
律
の
中
で
も
、
四
つ
の
淫
盗
殺
妄
、
こ
れ
は
波
羅
夷
罪
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
は
比
丘
と
し
て
の
生
活
、
行
動
、
マ
ナ
ー
な
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
サ
ン
ガ
の
規
則
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　

日
本
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
律
的
な
も
の
は
、
特
に

「
肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ
し
」
と
い
う
立
場
を
と
り
ま
す
。
肉
食
は
、

先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
南
方
で
も
、
牛
肉
は
い
た
だ
き
ま
せ
ん
が
、

そ
う
い
う
も
の
は
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
太
政
官
の
お
触

れ
に
よ
っ
て
、
明
治
以
降
、
私
た
ち
は
非
常
に
、
い
わ
ば
俗
的
な
生

活
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
明
治
と
な
り
持
戒
を
提
唱
さ
れ
た
の
が
、
福
田

行
誡
上
人
で
す
。
浄
土
宗
で
は
、
布
薩
戒
を
妄
伝
と
し
て
無
く
し
て
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し
ま
っ
た
。
行
誡
上
人
は
、
授
戒
、
自
律
は
、
幾
ら
世
法
が
そ
う
で

あ
っ
て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
実

は
椎
尾
先
生
が
非
常
に
強
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
浄
土
門
で
あ
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
律
持
戒
堅
固
で

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
も
「
戒
は
仏
法
の
大
地
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
れ
は
、
龍
樹
の
『
大
智
度
論
』
に
出
て
き
ま
す
。

お
っ
し
ゃ
っ
た
法
語
と
い
う
の
は
、『
七
箇
条
制
誡
』
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
そ
の
時
代
の
南
都
の
批
判
に
対
し
て
、
浄
土
門
で
あ
ろ
う

が
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
仏
法
の
大
地
と
し
て
守
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
で
す
。

　

一
方
で
、
凡
夫
は
三
学
を
守
れ
な
い
、
と
い
う
授
戒
に
対
す
る
考

え
方
と
同
時
に
、
反
授
戒
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
ご
法
語
も

多
々
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
私
が
学
生
の
時
、
大
野
法
道
先
生
が
大
乗
戒
の
先

生
で
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
話
を
聞
き
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
念
仏

と
戒
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

　

大
体
、
結
帰
一
行
三
昧
に
お
さ
ま
っ
て
、
ど
う
も
戒
と
い
う
も
の

は
、
浄
土
宗
で
は
む
し
ろ
天
台
の
円
頓
戒
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
風

潮
が
一
時
あ
り
ま
し
た（

1
（

。
し
か
し
、
そ
う
い
う
中
で
、
浄
土
宗
の
伝

戒
と
い
う
の
は
、
現
在
は
伝
法
条
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

こ
ん
な
こ
と
は
釈
迦
に
説
法
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、
何
と
言
っ
て

も
、
浄
土
宗
の
伝
法
の
伝
宗
伝
戒
が
聖
冏
上
人
に
よ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
聖
冏
上
人
は
、
浄
土
宗
に
お
い
て
宗
脈
と
戒
脈
の
二
つ
の
血
脈

が
あ
っ
て
、
宗
を
伝
え
る
と
同
時
に
必
ず
戒
も
伝
え
る
と
仰
っ
て
ま

す
。

　

法
然
上
人
の
教
え
の
本
質
は
選
択
本
願
念
仏
で
す
。
で
す
か
ら
、

念
仏
に
絶
対
的
な
価
値
を
認
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
戒
行
は

当
然
雑
行
と
し
て
捨
て
去
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
受
け
と
め

方
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

浄
土
宗
の
戒
と
い
う
の
は
、
円
頓
戒
に
よ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
偏

依
善
導
と
法
然
上
人
は
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
偏
依
善
導
と
お
っ

し
ゃ
る
善
導
大
師
の
戒
律
は
四
分
律
で
す
。「
目
を
上
げ
て
女
人
を

見
ず
」
と
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
の
終
南
山
の

道
宣
律
師
に
よ
る
四
分
律
で
す
。
こ
の
影
響
を
善
導
は
受
け
て
い
ま

す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
法
然
上
人
は
円
頓
戒
で
し
て
、
法
然
上
人
が
出

会
い
と
い
う
中
で
、
叡
空
上
人
と
の
出
会
い
を
、
椎
尾
先
生
は
「
偶

然
の
必
然
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
法
然
上
人
が
四
三
歳
、
開
宗
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
は
七
五
〇
年
御
忌
の
と
き
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
、
実
は
香
月

乗
光
先
生
が
お
ら
れ
て
、
椎
尾
先
生
は
、
本
当
の
回
心
は
、『
選
択

本
願
念
仏
集
』
の
撰
述
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

だ
か
ら
、
椎
尾
先
生
の
真
意
は
、
我
々
は
、
承
安
五
年
三
月
と
い

う
、
あ
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
し
て
、
開
宗
は
四
三
歳
と
思
っ
た
の

で
す
が
、
本
当
は
六
六
歳
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
論
文
が
あ
る
と
い
う

の
で
、
香
月
乗
光
先
生
と
椎
尾
先
生
の
と
こ
ろ
に
お
邪
魔
し
た
の
で

す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
ら
、
椎
尾
先
生
は
も
う
八
〇

歳
を
過
ぎ
て
お
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
目
を
ず
っ
と
こ
う
閉
じ
て
聞
い

て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、「
い
や
、
そ
れ
は
四
三
歳
で
よ
ろ
し
い
。
お

釈
迦
様
は
三
五
歳
で
成
道
さ
れ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
思
想
的
に
、
六
六
歳
の
と
き
に
な
っ
て
あ
あ

い
う
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
四
三
歳
の
回

心
さ
れ
た
こ
と
が
究
極
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

お
釈
迦
様
は
三
五
歳
で
悟
り
を
開
い
た
。
天
台
宗
の
「
五
時
八

教
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
五
時
の
経
典
を
挙
げ
て
、
最
後
は
『
法
華

経
』
と
『
涅
槃
経
』
と
い
う
ふ
う
に
お
さ
ま
る
。
し
か
し
、
天
台
大

師
は
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
、
お
釈
迦
様
は
ま
さ
に
三
五
歳
で
成

道
さ
れ
が
、
そ
れ
が
六
〇
歳
に
な
っ
て
、
七
〇
歳
に
な
っ
て
、
だ
ん

だ
ん
思
想
が
変
わ
っ
て
き
て
、
そ
し
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
と
い
う

も
の
が
、
究
極
は
『
涅
槃
経
』
だ
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い

う
受
け
と
め
方
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

回
心
は
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に

信
仰
が
ど
ん
ど
ん
深
ま
る
。
そ
ん
な
こ
と
も
椎
尾
先
生
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
法
然
上
人
の
受
け
と
め
方
と
い
う
の
は
、
例
え

ば
、
私
た
ち
は
、
自
力
聖
道
門
は
、
知
恵
を
極
め
て
、
聖
浄
を
与
え

る
。
他
力
浄
土
門
は
、
う
ち
に
帰
っ
て
、
極
楽
に
参
る
と
い
う
道
綽

禅
師
の
言
葉
は
教
判
と
し
て
受
け
と
め
る
わ
け
で
す
。

　

我
々
は
他
力
、
聖
道
門
は
自
力
で
行
き
ま
す
。
聖
道
門
は
難
行
で

あ
る
が
、
戒
に
耐
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
力
浄
土
門
は
耐
え
ら

れ
な
い
、
そ
う
い
う
法
然
上
人
の
一
つ
の
姿
勢
だ
っ
た
の
か
、
念
仏

と
い
う
も
の
は
無
碍
の
一
道
と
言
う
か
ら
、
自
力
、
他
力
を
越
え
て
、

そ
こ
に
ま
さ
に
私
た
ち
は
究
竟
大
乗
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
究
竟
大
乗
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
法
然
上
人
の
「
三
学
非
器
」
と
い
う
言
葉
も
、
円

頓
戒
は
聖
道
門
だ
か
ら
、
そ
れ
を
法
然
上
人
は
受
け
と
め
て
い
る
と
、

私
た
ち
は
捉
え
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
授
戒
と
は
、
浄
土
宗
の
宗
義

上
も
、
聖
道
門
の
戒
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
じ
ゃ
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な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
宗
祖
は
『
選
択
集
』
十
六
章
段

に
、「
三
経
と
も
に
念
仏
を
選
ん
で
、
宗
致
を
す
る
の
み
」
と
い
う

一
節
が
あ
り
ま
す
。
私
は
宗
学
に
不
明
で
す
が
、
よ
く
八
種
選
択
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

　

法
然
上
人
は
「
戒
定
慧
の
三
学
の
器
物
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
自
覚

を
さ
れ
て
、
そ
し
て
、「
末
法
の
中
に
は
持
戒
な
く
、
破
戒
な
し
」、

「
そ
の
上
は
、
持
戒
、
破
戒
の
さ
た
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
凡
夫
の
ご

と
き
た
め
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
本
願
な
れ
ば
こ
そ
、
急
ぎ
名
号
を
称

す
べ
き
な
り
」
と
、
こ
う
い
う
お
言
葉
が
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し

法
然
上
人
は
、
三
学
に
つ
い
て
非
常
に
円
満
、
ま
ど
か
に
と
い
う
か
、

円
頓
戒
を
改
変
し
て
、
僧
俗
を
選
ば
ず
、
授
戒
も
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
史
実
と
し
て
は
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
的
に
あ
る

か
知
り
ま
せ
ん
。

　

法
然
上
人
が
三
学
非
器
の
自
覚
の
も
と
に
言
え
ば
、
現
実
の
あ
り

の
ま
ま
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
た
る
を
自
覚
さ
れ
た
。
そ
こ
に
ま
ず

法
然
上
人
は
愚
痴
の
出
発
点
が
あ
り
ま
す
。

　

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
す
べ
て
お
任
せ
を
し
て
、
導
か
れ
、
そ
し
て
、

守
っ
て
い
た
だ
く
。
そ
こ
に
救
い
に
あ
ず
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
救

い
に
あ
ず
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
思
慮
分
別
で
と
い
う
こ
と

を
な
く
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
局
、
阿
弥
陀
仏
に
導
か
れ
て
、
勢
い

悪
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
善
を
す
る
心
が
自
然
に
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
口
称
念
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
易

行
の
中
に
、
実
は
自
然
に
戒
と
い
う
も
の
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　

結
論
め
い
た
こ
と
で
す
が
、
ま
さ
に
浄
土
宗
の
戒
と
い
う
も
の
は
、

「
念
戒
一
致
」
に
究
極
な
姿
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
宗
で
は
念
仏
と
懺
悔
の
関
係
に
つ
い
て
説
か
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
善
導
大
師
様
が
ま
さ
に
こ
の
懺
悔
と
い
う
も
の
を
説
か
れ
て
い

る
。
懺
悔
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
目
か
ら
、
毛
穴
か
ら
血
が
出
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
厳
し
い
懺
悔
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
体
、
仏
教
の
懺
悔
と
い
う
も
の
は
、
先
ほ
ど
も
言
っ

た
よ
う
に
、
初
期
の
仏
教
、
特
に
律
を
中
心
と
し
た
上
座
仏
教
で
は

随
犯
随
制
の
懺
悔
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
懺
悔
に
二
つ
あ
る
わ
け
で
す
。

一
つ
は
、
律
的
な
懺
悔
、
二
つ
に
は
戒
の
懺
悔
で
す
。
懺
悔
・
滅
罪

と
並
べ
て
言
う
わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
他
律
的
な
懺
悔
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
自
身
が
深
く
悔
い
改
め
て
、
自
分
自
身
の

行
為
と
い
う
も
の
を
恥
じ
る
。
煩
悩
と
い
う
も
の
の
扱
い
方
と
い
う

も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
ど
こ
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
「
ざ
ん
げ
」
と
い
う

言
葉
で
言
い
ま
す
が
、
懺
悔
の
儀
式
的
な
も
の
。
こ
れ
が
理
の
懺
悔
、
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事
の
懺
悔
と
あ
っ
て
、
天
台
で
は
理
の
懺
悔
、
懺
法
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
儀
式
の
中
で
懺
悔
を
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
事
の
懺
悔
が
浄
土
宗
で
は
説
か
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ

は
厳
し
い
行
懺
悔
に
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
日
常
生
活
の

中
で
懺
悔
を
す
る
。
こ
う
い
う
懺
悔
の
分
類
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

特
に
浄
土
宗
は
、
念
々
称
名
常
懺
悔
。
我
々
自
身
が
ま
さ
に
、
も

ち
ろ
ん
凡
夫
を
自
覚
し
て
懺
悔
す
る
と
言
い
ま
す
が
、
我
々
は
凡
夫

で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
懺
悔
の
真
心
を
探
る
、
ま
こ
と
の
心
を
探

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
念
仏
懺
悔
・
念
々
称
名
常
懺
悔
と
い
う
こ
と
を

言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
が
法
然
上
人
の
懺
悔
に
対
す
る
姿

勢
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏

が
滅
罪
す
る
わ
け
で
す（

2
（

。

　

私
が
若
い
時
に
、
浄
土
宗
は
ど
う
も
半
自
力
、
半
他
力
だ
と
い
わ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
念
仏
為
先
」
と
は
、
ま
ず
お
念
仏
を

と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
私
自
身
が
称
え
る
念
仏
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
浄
土
真
宗
は
非
常
に
純
他
力
で
あ
っ
て
、
信
の
一
念

も
如
来
様
か
ら
賜
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
ど
う
も

浄
土
宗
は
半
自
力
、
半
他
力
だ
と
い
う
こ
と
を
、
学
生
の
時
に
真
宗

の
人
が
来
た
と
き
に
、
論
争
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　

最
近
、
悪
人
正
機
の
問
題
で
、
浄
土
宗
は
小
消
息
に
よ
り
ま
す
が
、

真
宗
は
や
は
り
悪
人
正
機
だ
と
。
悪
人
だ
か
ら
救
わ
れ
る
。
む
し
ろ

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は
、
善
人
と
い
う
よ
り
、
善
人
は
救
わ
れ
る
の

だ
か
ら
、
当
然
悪
人
は
救
わ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
の
考

え
方
で
す
。

　

こ
れ
に
宗
教
の
純
粋
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
私
た
ち
も
浄
土
宗

と
浄
土
真
宗
を
比
べ
て
、
そ
ん
な
議
論
が
あ
っ
た
。
有
名
な
の
は
、

柳
宗
悦
さ
ん
の
「
お
念
仏
の
唱
え
方
」
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ

う
い
う
中
で
、
法
然
上
人
の
お
念
仏
を
、
私
た
ち
は
「
一
紙
小
消

息
」
に
よ
り
ま
す
。

　

こ
の
悪
人
正
機
と
い
う
正
機
説
が
、
法
然
上
人
の
ご
法
語
の
中
に

ど
う
い
う
形
で
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は

私
も
不
勉
強
で
す
。
し
か
し
、
法
然
上
人
は
、
悪
人
正
機
の
こ
と
を

心
得
な
が
ら
、
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
、
悪
人

が
救
わ
れ
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
善
人
は
当
然
救
わ
れ
る
よ
。
善
人
が
救

わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
善
人
は
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
、
非

常
に
日
常
生
活
の
中
で
法
然
上
人
は
戒
を
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
気
持
ち
も
す
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
聖
冏
上
人
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
実
は
聖
冏
上

人
の
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
（
3
（

（
以
下
『
伝
戒
論
』（
と
い
う
著
作
が
あ
り
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ま
す
。
こ
の
『
伝
戒
論
』
で
は
「
天
台
宗
の
円
頓
戒
は
浄
土
宗
が
相

承
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
法
然
上
人
は
叡
空
上
人
か
ら
伝
授
さ

れ
る
わ
け
で
し
て
、
歴
史
的
に
も
ま
さ
に
円
頓
戒
の
先
達
で
あ
る
叡

空
上
人
が
、
法
然
上
人
だ
け
が
こ
の
円
頓
戒
を
本
当
に
相
伝
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
天
台
宗
の
円
頓

戒
は
浄
土
宗
が
相
承
す
る
わ
け
で
す
。

　

実
は
、
か
つ
て
大
五
重
が
あ
り
ま
し
た
と
き
に
、
も
う
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
天
台
の
大
正
大
学
教
授
だ
っ
た
大
久
保
良
順
先
生
と
い

う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
お
話
を
承
っ
た
の
で
す
が
、

天
台
宗
で
は
、
円
頓
戒
と
い
う
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
伝
教
大
師
の

「
十
二
門
戒
儀
」
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
本
当
に
叡
空
上

人
か
ら
法
然
上
人
に
伝
え
ら
れ
た
。
今
、
我
々
は
正
当
な
伝
宗
伝
戒

と
し
て
相
承
し
て
い
る
円
頓
戒
は
、
浄
土
宗
の
相
承
す
る
こ
と
が
正

当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
が
、「
破
戒
し
て
も
戒
体

は
失
わ
れ
な
い
。
有
無
戒
の
破
戒
は
、
無
戒
の
無
戒
に
ま
さ
る
。」

こ
ん
な
こ
と
が
大
筋
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
内
容
で
聖
冏
上
人

の
『
伝
戒
論
』
は
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
浄
土
宗
は
、
こ
の
授
戒
と
い
う
も
の
は
、
当
然
、
戒
を

伝
戒
師
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
。
中
身
は
、「
十
二
門
戒
儀
」
に
よ

る
と
い
う
の
は
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
私
た
ち
の
師
匠
が
授
戒
や
五
重
相
伝
に
出
か
け
る
と
き
、

今
ま
で
は
寺
族
の
部
屋
で
寝
て
い
た
の
が
、
ち
ゃ
ん
と
仏
間
で
寝
る

の
で
す
。
明
日
か
ら
授
戒
に
行
く
の
だ
と
、
や
っ
ぱ
り
身
を
正
し
て

い
く
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、
夫
婦
で
寝
て
い
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
別
に
し
ま
す
。
私
は
、

子
供
の
こ
ろ
に
、
な
ぜ
そ
ん
な
別
に
寝
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た

が
、「
明
日
は
五
重
相
伝
、
授
戒
に
行
く
か
ら
。
特
に
伝
戒
師
で
行

く
の
だ
か
ら
、
伝
戒
師
で
行
く
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

後
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、
身
を
律
し
て
、
そ
し
て
、
別
の

部
屋
で
一
週
間
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
出
ら
れ
た
。

　

こ
の
伝
戒
師
の
「
五
徳
」
と
い
う
の
は
、「
一
に
持
戒
、
二
に
十

臘
以
上
、
三
に
律
蔵
を
解
し
、
四
に
禅
定
に
通
じ
、
五
に
三
学
を
窮

む
る
な
り
」。
つ
ま
り
、
ま
ず
、
持
戒
を
守
る
。
そ
れ
か
ら
、
法
臘

一
〇
年
、
そ
し
て
律
蔵
を
学
び
、
そ
れ
か
ら
禅
定
を
学
び
、
さ
ら
に

三
学
に
通
達
す
る
。
こ
う
い
う
五
つ
の
徳
を
実
践
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
例
え
ば
、
授
戒
も
そ
う
で
す
が
、
授
戒
は
、
い

わ
ば
釈
尊
か
ら
受
け
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
ま
さ
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に
身
が
わ
り
と
し
て
、
伝
戒
師
が
お
釈
迦
様
の
戒
を
伝
え
ま
す
。
人

が
伝
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
の
縁
と
言
い
ま
す
か
、
ま
さ

に
法
縁
は
も
ち
ろ
ん
「
十
二
門
戒
儀
」
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
戒
を

授
け
る
と
い
う
姿
勢
で
す
ね
。
そ
れ
は
五
師
と
い
う
、
お
釈
迦
様
を

中
心
に
し
て
、
文
殊
、
弥
勒
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
、『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
と
い
う
法
華
三
部
経
の
中
に

出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
す
る
場
合
は
、
戒
和
上
は
お
釈

迦
様
、
そ
れ
か
ら
、
文
殊
は
羯
磨
阿
闍
梨
，
弥
勒
は
教
授
阿
闍
梨
、

そ
し
て
、
十
方
の
諸
仏
は
証
明
師
、
十
方
の
菩
薩
は
同
学
等
侶
。
こ

う
い
う
五
師
と
い
う
も
の
を
立
て
て
や
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
加
行
で
も
当
然
あ
り
ま
す
し
、
普
通
の
授
戒
で
も
そ
う
い

う
形
で
立
て
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
お
釈
迦
様
の
戒
を
伝

え
る
。
で
す
か
ら
、
戒
師
と
言
い
ま
す
が
、
伝
戒
師
で
あ
る
。
そ
の

伝
戒
師
の
自
覚
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
伝
え
な
け
れ
ば
と
い
う
。

　

特
に
昔
の
師
匠
た
ち
は
そ
う
い
う
こ
と
を
非
常
に
き
ち
っ
と
し
た

よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
私
自
身
も
非
常
に
ぐ
う
た
ら
に
し
て
お

り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
戒
師
、
戒
師
に
な
る
と
い
う
、
ま
さ
に
お

釈
迦
様
の
か
わ
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
問
題
も
、
例
え
ば
、
浄
土
教
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
様
か
ら
戒
を

い
た
だ
く
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
、
そ
う
さ
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
恵
谷
先
生
に
伺
っ
た
と
き
に
は
、
や
っ
ぱ
り
浄
土
宗
の
円

頓
戒
は
お
釈
迦
様
だ
と
い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
、
文
殊
、
弥
勒
に

よ
っ
て
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
の
場
合
、
そ
れ
を
き
ち
っ
と
そ
れ
を
守
り
ま
す
。
証
空
上

人
を
見
る
と
、
円
頓
戒
の
円
戒
仏
は
、
阿
弥
陀
様
か
ら
私
た
ち
は
い

た
だ
く
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
浄
土
宗
は
し

っ
か
り
と
お
釈
迦
様
か
ら
受
け
る
。
こ
れ
が
建
前
と
い
う
も
の
で
あ

る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
大
切
な
こ
と
は
、
今
、
私
た
ち
は
授
戒
作
法
す
る
。

特
に
正
授
戒
に
お
い
て
、
戒
法
、
戒
体
、
戒
相
、
戒
用
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
説
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
授
け
る
戒
は
三
聚
浄

戒
で
す
。

　

三
聚
浄
戒
、
一
般
的
に
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
律
で
あ
り
ま
す
が
、

十
重
禁
戒
を
授
け
る
。
浄
土
宗
で
は
こ
れ
を
授
け
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。

　

摂
律
儀
戒
。
そ
れ
か
ら
、
摂
善
法
戒
。
一
般
的
に
は
発
菩
提
心
、

あ
る
い
は
六
道
衆
生
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
念
仏
行
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
そ
し
て
、
最
後
は
摂
衆
生
戒
。
こ
の
三
つ
の
三
聚
浄
戒
が

戒
法
と
し
て
授
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
戒
法
の
中
で
、
次
は
戒
体
、
こ
れ
が
特
に
円
頓
戒
で
は
大
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切
な
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
。
天
台
で
は
、「
色
法
戒
体
」、「
心
法

戒
体
」
と
い
う
も
の
が
天
台
大
師
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
、
特
に
性
無
作
の
仮
色
と
と
ら
え
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
心
法
戒
体
か
色
法
戒
体
か
と
言
う
と
、
色
法
戒
体
で

す
。
具
体
的
に
、
化
色
で
す
か
ら
、
形
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
も
、

小
乗
の
戒
は
罪
を
犯
せ
ば
そ
れ
で
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
得
永

不
失
の
作
法
と
い
う
も
の
が｢
白
四
羯
磨
」
に
よ
る
わ
け
で
す
。
こ

の
白
四
羯
磨
の
法
と
い
う
の
は
、
初
期
仏
教
で
も
こ
れ
は
み
ん
な
白

四
羯
磨
で
、
律
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
性
無

作
の
仮
色
。
こ
の
言
葉
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

実
は
、
南
方
仏
教
で
も
、
例
え
ば
、
戒
律
を
守
っ
た
場
合
、
守
っ

て
ど
う
な
る
の
か
。
そ
う
す
る
と
、
二
二
七
戒
条
、
毎
日
毎
日
守
っ

て
い
る
う
ち
に
、
比
丘
性
が
備
わ
る
と
言
い
ま
す
。

　

円
頓
戒
で
は
戒
体
成
就
と
言
う
。
そ
う
す
る
と
、
一
番
大
切
な
の

は
、
戒
体
を
成
就
す
る
。
こ
れ
は
、
作
法
を
通
し
て
白
四
羯
磨
で
、

三
た
び
こ
れ
、
よ
く
保
つ
や
い
な
や
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

性
無
作
の
仮
色
を
、
今
、
思
い
出
し
ま
す
と
、
椎
尾
先
生
が
、

「
一
呼
吸
、
一
呼
吸
、
息
を
吸
い
、
息
を
は
く
。
そ
の
自
然
が
性
無

作
の
意
味
で
あ
る
。」
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
な
か
な
か
分
か
り
い
い
よ
う
な
分
か
り
に
く
い
言
葉
で

あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
性
無
作
の
〈
無
作
〉
と
い
う
の
は
〈
な
い
〉

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
し
て
、
現
に
存
在
を
す
る
。
無
表
。
表
に
あ

ら
わ
れ
な
い
で
す
が
、
年
々
に
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
仮
色
で
あ

る
。

　

で
す
か
ら
、
ま
さ
に
「
よ
く
保
つ
や
い
な
や
」
と
い
う
中
に
、
本

当
に
本
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
ま
さ
に
、
お
救
い
の
力

が
宿
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
形
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
身
口
意

の
三
業
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
性
無
作
の
仮
色
で
あ
る
。

　

身
口
意
の
三
業
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
に
よ
る
か
と
言
う
と
、

そ
れ
は
ま
さ
に
口
称
を
も
っ
て
戒
体
が
成
就
す
る
の
で
す
。
戒
体
が

成
就
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
戒
相
に
あ
ら
わ
れ
る
、
人
間
の
行
為
に

あ
ら
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
、
椎
尾
先
生
か
ら
伺
っ
た

こ
と
を
私
は
い
ま
だ
に
憶
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
表
現
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
今
、
私
た
ち
は
宗

教
を
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
、
倫
理
が
非
常
に
退
廃
を
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

た
ま
た
ま
私
も
道
徳
教
育
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
教
育
基
本
法

を
読
ん
だ
の
で
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
は
、
小
学
生
に
対
し
て
は
、
整

頓
、
整
理
を
す
る
。
中
学
生
に
な
る
と
、
命
の
大
切
さ
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
を
教
え
る
。
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私
は
、
教
育
基
本
法
は
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す

が
、
例
え
ば
、
悪
い
こ
と
を
す
る
な
、
い
い
こ
と
を
し
よ
う
と
い
い

ま
す
。
七
仏
通
戒
偈
の
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
、
自
浄
其
意
。
こ
の

「
自
浄
其
意
」
と
い
う
心
。
こ
れ
は
ま
さ
に
私
は
戒
体
だ
と
思
う
の

で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
授
戒
作
法
を
通
し
て
、
初
め
て
そ
れ
が
起
こ
る
。
し
か

も
、
い
い
こ
と
し
ろ
、
悪
い
こ
と
す
る
な
と
い
う
よ
う
な
根
本
の
、

い
わ
ゆ
る
六
根
で
感
ず
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
特
に
念
仏
は
魂
を

救
う
。
た
だ
徳
目
を
並
べ
て
、
そ
れ
を
実
践
す
る
と
い
う
の
で
は
な

く
し
て
、
ま
さ
に
根
本
的
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

魂
と
言
う
と
、
最
近
、
理
屈
を
言
う
人
が
多
い
で
す
。
魂
と
い
う

の
は
、
何
か
聞
い
て
い
る
と
、
仏
教
の
無
我
説
と
、
ど
う
も
異
な
る

よ
う
な
表
現
じ
ゃ
な
い
か
。
仏
教
は
無
我
論
だ
か
ら
、
そ
ん
な
も
の

は
な
く
て
、
み
ん
な
空
無
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
し
か
し
、
空
と
言
い

ま
す
が
、
ま
さ
に
色
即
是
空
・
空
即
是
色
な
の
で
す
。

　

こ
ん
な
議
論
を
若
い
人
と
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
今
、
私
た

ち
は
、
特
に
宗
教
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
い
こ
と
、
悪
い
こ
と
、

特
に
犯
罪
な
ん
か
見
ま
し
て
も
、
そ
ん
な
徳
目
は
い
く
ら
で
も
知
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
徳
目
は
知
っ
て
い
て
も
、
ど
う
し
て
も
業
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
犯
罪
を
起
こ
し
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

実
は
今
、
鎌
倉
で
は
〈
寺
子
屋
教
育
〉
と
い
う
の
を
始
め
て
、
一

一
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
鎌
倉
で
旗
揚
げ
を
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
彦
根
の
病
院
の
院
長

さ
ん
、
森
下
一
と
い
う
方
な
の
で
す
が
、
こ
の
方
は
精
神
科
の
医
者

で
し
て
、
ち
ょ
う
ど
不
登
校
の
子
供
た
ち
が
続
出
し
た
こ
と
が
あ
る

の
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
風
邪
引
い
た
よ
う
な
も
の
で
、
例
え
ば
、
私
た
ち
が
大

学
に
い
ま
し
た
と
き
に
は
学
園
紛
争
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
や
が

て
沈
む
と
、
今
度
、
高
校
、
中
学
へ
行
っ
て
、
低
学
年
に
登
校
拒
否

と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
き
て
、
子
供
た
ち
が
学
校
へ
行
か
な
い
。

一
遍
登
校
拒
否
し
た
子
供
を
ま
た
完
全
に
治
す
の
は
な
か
な
か
難
し

い
。
三
年
、
五
年
か
か
る
。

　

そ
の
と
き
に
、
や
っ
ぱ
り
健
全
な
子
供
を
、
登
校
拒
否
し
な
い
よ

う
な
心
を
育
て
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
た
ま
た
ま
鎌
倉
へ
来
て
講
演

を
さ
れ
て
、
じ
ゃ
あ
、
寺
子
屋
教
育
を
し
よ
う
と
言
う
ん
で
、
そ
の

先
生
が
中
心
に
な
っ
て
、
特
に
早
稲
田
大
学
の
池
田
雅
之
先
生
が
非

常
に
熱
心
で
、
そ
の
方
が
来
て
、
建
長
寺
と
光
明
寺
と
、
今
は
円
覚

寺
も
加
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
実
践
を
す
る
。

　

じ
ゃ
あ
、
光
明
寺
で
何
を
し
た
か
。
そ
の
と
き
に
、
子
供
た
ち
、

懺
悔
道
場
、
暗
夜
道
場
を
や
っ
た
の
で
す
。
建
長
寺
な
ん
か
は
座
禅
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を
組
ま
せ
た
り
し
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
暗
夜
道
場
を
や
り
ま
し
て
、
夜
、
二
・
三
泊
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
と
き
に
子
供
た
ち
が
真
っ
暗
な
中
を
懺
悔
の
紙
を
持
っ

て
行
っ
て
、
そ
し
て
、
真
っ
暗
な
中
で
、
伝
統
的
な
広
懺
悔
を
言
上

す
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
子
供
は
お
も
ら
し
を
す
る
。
そ
う
い
う
子
供
が
い

ま
し
て
、
そ
し
て
、
お
も
ら
し
を
し
た
と
い
う
現
象
な
の
で
す
が
、

極
度
に
緊
張
す
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
ま
た
翌
朝
起
き
た
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
光
明
寺
は
蓮

の
花
を
売
り
物
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
す
が
、
蓮
の
花
を
見
な
が
ら

勤
行
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
、
美
し
い
、
こ
う
い
う
体

験
で
す
ね
。
あ
あ
、
美
し
い
。

　

し
か
し
、
美
し
い
と
い
う
の
は
、
子
供
た
ち
は
テ
レ
ビ
な
ん
か
で

蓮
の
花
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
は
み
ん
な
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
生
き
た
、
生
の
、
眼
前
に
、
朝
起
き
て
見
て
、
開
い
て
い
た
。

そ
れ
が
夕
方
し
ぼ
ん
で
お
っ
た
。
ま
た
朝
開
く
。
一
週
、
一
〇
日
た

つ
と
そ
れ
は
散
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
体
験
。

　

そ
れ
か
ら
、
鎌
倉
の
海
辺
で
す
か
ら
、
た
ま
た
ま
漁
業
組
合
の
人

た
ち
が
、
子
供
た
ち
に
網
で
魚
を
、
そ
れ
を
自
分
で
つ
か
ま
せ
て
、

そ
れ
を
今
度
焼
い
て
食
す
る
と
い
う
経
験
を
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
し

た
ら
、
魚
を
つ
か
ま
え
て
、
目
の
前
で
そ
れ
を
焼
く
わ
け
で
す
か
ら
、

食
べ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
か
わ
い
そ
う
。
涙
を
流
さ

ん
ば
か
り
に
言
う
。
中
に
は
、「
あ
あ
、
お
い
し
い
、
お
い
し
か
っ

た
よ
」
と
か
と
い
う
、
む
し
ろ
つ
い
て
い
る
父
兄
な
ん
か
は
そ
う
い

う
感
じ
で
す
が
、
子
供
は
感
受
性
と
い
う
か
、
私
は
、
暗
夜
道
場
に

し
て
も
、
そ
う
い
う
体
験
を
通
し
て
、
そ
し
て
、
人
間
の
心
、
理
屈

で
言
え
ば
、
阿
頼
耶
識
で
す
か
ね
、
ま
さ
に
六
根
を
越
え
た
第
八
識
、

魂
と
言
う
か
、
そ
れ
を
育
て
る
。
そ
の
縁
を
つ
く
る
の
が
授
戒
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
儀
式
と
し
て
簡
単
に
考
え
ま
す
が
、
き
ち

っ
と
儀
式
を
通
し
て
、
作
法
を
通
し
て
、
本
当
に
そ
の
人
の
心
を
育

て
る
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
、
儀
式
と
い
う
も
の

は
非
常
に
大
切
だ
な
と
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
す
。

　

私
た
ち
は
葬
儀
一
つ
に
し
ま
し
て
も
、「
一
丁
上
が
り
」
の
よ
う

な
気
分
も
、
特
に
私
な
ん
か
忙
し
い
と
き
に
は
そ
う
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
ふ
と
私
は
、
塚
本
善
隆
先
生
の
お
話
を
思

い
出
し
ま
す
。
釈
迦
堂
の
住
職
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き

に
、
後
ろ
を
向
い
て
、
私
は
今
こ
う
し
て
供
養
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

皆
さ
ん
方
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
、
回
向
す
る
気

持
ち
が
大
事
だ
と
説
い
た
。
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そ
し
た
ら
総
代
が
、「
先
生
、
私
た
ち
は
悲
し
み
に
耐
え
て
生
き

て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
亡
者
を
ど
う
救
っ
て
く
れ
る
の
で
す

か
。
承
る
と
、
あ
な
た
方
は
三
界
の
大
導
師
だ
と
。
私
た
ち
に
は
で

き
な
い
。
ま
さ
に
引
導
を
渡
し
て
、
お
浄
土
へ
送
っ
て
く
だ
さ
る
。

あ
な
た
方
の
頑
張
れ
、
し
っ
か
り
し
ろ
な
ん
て
い
う
話
よ
り
、
こ
の

亡
者
が
本
当
に
安
心
を
し
て
お
浄
土
へ
行
く
と
い
う
、
そ
の
こ
と
を

私
た
ち
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、

そ
の
と
き
に
余
り
信
者
に
対
し
て
倫
理
的
な
こ
と
ば
か
り
説
く
の
で

は
な
く
て
、
本
当
に
魂
を
救
う
。
ま
さ
に
三
界
の
大
導
師
と
い
う
の

は
亡
者
を
救
う
と
い
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
姿
勢
と
い
う
も
の
の
大

切
さ
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
わ
け
で
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
何
と
言
っ
て
も
お
念
仏
で
あ
る
。
し
か
し
、
戒
は

円
頓
戒
。
そ
う
す
る
と
、
最
後
は
何
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
念
仏
と
戒

が
一
致
を
す
る
。
念
仏
行
者
の
生
活
の
上
に
事
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
、
価
値
や
姿
勢
、
そ
う
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る（

4
（

。

　

そ
れ
か
ら
、
子
供
た
ち
に
も
ま
さ
に
授
戒
を
通
し
て
、
こ
う
い
う

帰
敬
文
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
子
供
た
ち
に
得
度
す
る
に
し

て
も
帰
敬
す
る
に
し
て
も
、
本
当
に
そ
の
心
を
、
ま
さ
に
自
浄
其
意

の
心
を
「
十
二
門
戒
儀
」
を
通
し
て
、
形
を
通
し
て
授
け
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
授
戒
会
と
い
う
も
の
は
、
大
事
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
、
昔
の
『
宗
報
』
の
中
に
、
念
仏
為
先
で
は
な
く
念
仏
為
本

と
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
で
、
浄
土
宗
は
念
仏
為
本
じ
ゃ
な
く
て
、
法

然
上
人
は
念
仏
為
先
だ
と
言
っ
て
、
何
か
宗
会
で
問
題
に
な
っ
た
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
三
祖
上
人
は
、
念
仏
為
先
、
念
仏
為
本
。
そ
の
為
先
は

前
後
の
先
で
は
な
い
。
ま
さ
に
法
然
上
人
は
、「
現
世
を
過
ぐ
べ
き

様
は
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
過
ぐ
べ
し
」
と
。
根
本
な
ん
だ
、
念
仏

為
本
な
ん
だ
。
こ
う
三
祖
上
人
も
言
い
切
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
や
っ
ぱ
り
私
た
ち
は
言
葉
に
や
や
捉
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し

て
、
為
本
な
ん
て
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
よ
。
お
か
し
い
と
い
う
か
、

往
生
為
先
と
言
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。
ま
ず
お
念
仏
を
と
。
ま
ず
お

念
仏
で
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
は
本
物
の
為
本
。
全
生
活
、
全
生
命
を

救
う
。
ま
さ
に
そ
れ
が
念
仏
で
す
。

　

授
戒
と
い
う
も
の
を
私
た
ち
は
単
に
形
を
通
し
て
、
ま
さ
に
戒
体

を
発
得
す
る
。
本
当
に
心
、
魂
と
い
う
も
の
を
そ
れ
に
よ
っ
て
揺
り

動
か
す
と
い
う
か
、
念
仏
と
い
う
も
の
が
生
活
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
き
ち
っ
と
説
く
こ
と
が
授
戒
の
意
味
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

私
、
鎌
倉
に
住
ん
で
み
て
思
い
ま
す
。
も
う
一
二
年
目
に
な
り
ま

す
が
、
や
は
り
鎌
倉
仏
教
は
生
活
仏
教
で
す
。
法
然
上
人
が
「
時
機
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相
応
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
禅
宗
も
そ
う
で
す

が
、
栄
西
禅
師
の
『
喫
茶
養
生
記
』
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
寿
福
寺
と
い
う
寺
に
あ
る
の
で
す
が
、
お
茶
を
持
っ
て
き
た
の

は
禅
宗
の
坊
さ
ん
、
沢
庵
和
尚
と
か
も
そ
う
で
す
し
、
み
ん
な
こ
れ

生
活
の
中
に
、
日
本
の
文
化
と
し
て
、
茶
道
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。

　
『
喫
茶
養
生
記
』
を
見
て
み
ま
す
と
、
茶
道
は
茶
道
と
し
て
あ
り

ま
す
が
、
お
茶
を
通
し
て
養
生
す
る
、
命
を
守
る
、
育
て
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
私
は
お
茶
に
不
明
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
日
本
の
仏
教

は
、
特
に
鎌
倉
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
生
活
仏
教
の
上
に
生
活
的

な
教
化
と
い
う
も
の
を
き
ち
っ
と
な
さ
れ
て
い
る
。

　

今
こ
そ
法
然
上
人
の
お
念
仏
が
日
常
生
活
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
。

子
供
の
魂
を
ま
さ
に
「
自
浄
其
意
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
ま
さ
に
授
戒
、
そ
し
て
、
得
度
も
そ
う
で
す
、
ス
タ
ー
ト

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
を
込
め
て
、
ま
た
知
恵
を
極
め
て
、
教

化
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

唐
招
提
寺
に
森
本
孝
順
と
い
う
管
長
が
お
ら
れ
て
、
こ
の
方
が
、

「
創
意
工
夫
、
こ
れ
仏
道
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
す
。「
方

便
を
用
い
て
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
私
た
ち
は
、

教
化
面
で
は
、
子
供
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
老
人
に
対
し
て
い
ろ
い

ろ
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
み
ん
な
病
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
病
ん
で
い
な
が
ら
、
物
に
よ

っ
て
、
例
え
ば
、
浄
土
な
ん
て
い
う
考
え
方
は
ま
さ
に
死
語
に
な
っ

て
い
る
し
、
ま
た
、
往
生
な
ん
て
い
う
こ
と
も
、
ま
さ
に
そ
れ
は
死

ん
で
か
ら
の
地
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

椎
尾
先
生
は
、「
時
は
今　

所
足
元　

そ
の
こ
と
に　

打
ち
込
む

命　

永
遠
の
み
い
の
ち
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
一
般
的
な
言
葉

が
、
地
球
、
森
羅
万
象
、
と
も
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
共
生
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
永
遠
の
み
い
の
ち
な
の
で
す
ね
。

　

今
と
い
う
の
は
瞬
間
、
瞬
間
で
す
が
、
確
実
に
あ
る
の
は
未
来
で

す
。
年
を
と
っ
て
あ
り
が
た
い
と
思
う
か
は
別
と
し
て
、
少
し
ず
つ

余
裕
を
持
っ
て
、
お
浄
土
が
目
前
に
参
り
ま
す
と
、
ご
法
事
を
味
わ

い
な
が
ら
、
本
当
に
四
十
八
願
を
一
つ
一
つ
見
て
み
て
も
、
最
後
は

「
乃
至
十
念
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
本
当
に
あ
り
が
た
く
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
年
と
り
ま
す
と
、
体
は
衰
え
ま
す
し
、
本
当
に
馬
齢
を
重

ね
て
、
皆
さ
ん
方
に
恥
を
さ
ら
し
て
お
り
ま
す
が
、
ま
た
年
を
と
っ

て
一
日
一
日
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
も
強
く
来
る
わ
け
で

す
。

　

も
う
時
間
が
参
り
ま
し
た
。
大
変
雑
な
、
思
い
つ
き
の
お
話
を
申

し
上
げ
て
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
こ
と
を
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
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れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
（

〔
同
称
十
念
〕

司
会　

宮
林
台
下
に
は
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
懇
切
な
、
そ

し
て
、
貴
重
な
ご
講
演
を
賜
り
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
皆
様
、
い
ま
一
度
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
拍
手
（

【
註
】

（
1
（　

法
然
に
至
る
戒
律
思
想

　

日
本
に
戒
律
を
伝
播
し
た
鑑
真
の
そ
れ
は
、
単
な
る
小
乗
の

戒
律
で
は
な
く
大
乗
戒
で
あ
っ
た
。
次
い
で
最
澄
に
よ
る
円
頓

戒
独
立
は
中
国
仏
教
の
伝
統
や
そ
れ
を
伝
え
る
南
都
の
戒
律
で

は
な
く
、
だ
か
ら
中
国
天
台
の
そ
れ
で
す
ら
な
く
、
小
乗
戒
を

棄
て
大
小
兼
戒
を
も
斥
け
、
純
大
乗
戒
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
後
代
の
本
覚
思
想
を
思
わ
せ
る
信
を
得
戒
の
中
心
に

据
え
た
円
頓
戒
と
は
、
真
俗
一
貫
、
僧
俗
一
体
で
あ
っ
た
た
め
、

出
家
の
戒
律
を
超
え
、
戒
に
し
て
戒
を
超
え
た
無
戒
の
戒
と
し

て
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

法
然
は
①
持
戒
と
②
反
持
戒
を
同
一
次
元
に
お
い
て
論
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
末
法
の
世
に
あ
っ
て
は
念
仏
の
前
に
②
は

相
対
化
さ
れ
る
と
法
然
は
言
っ
て
い
る
。

　

究
極
の
次
元
で
、
本
願
念
仏
の
独
り
立
ち
し
助す
け
さ
さ
ぬ
絶
対

性
が
確
認
で
き
れ
ば
、
最
早
、
①
持
戒
も
②
反
持
戒
も
な
い
も

の
と
な
る
。
さ
て
、
そ
こ
か
ら
還
相
回
向
、
再
び
日
常
生
活
次

元
に
戻
っ
て
降
り
立
っ
て
み
れ
ば
、
柳
は
緑
、
花
は
紅
、
方
便

＝
助
業
と
し
て
の
持
戒
の
意
義
も
枯
れ
木
に
咲
く
花
の
如
く
に

認
め
ら
れ
よ
う
。
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鑑
真
よ
り
法
然
に
至
る
日
本
仏
教
戒
律
思
想
史
と
法
然
浄
土

教
に
お
け
る
持
戒
と
反
持
戒
の
矛
盾
と
止
揚
に
つ
い
て
述
べ
た

が
そ
れ
は
律
蔵
に
説
く
懺
悔
・
滅
罪
・
清
浄
化
儀
礼
と
い
う
密

教
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鎌
倉
浄
土
教
で
は
大
乗
の
よ
り
内

省
的
な
懺
悔
の
存
在
を
念
仏
行
の
中
に
確
認
し
よ
う
と
い
う
試

み
が
あ
っ
た
。
因
果
の
理
法
を
説
く
仏
教
で
あ
る
が
、
そ
の
因

果
の
理
法
を
超
え
て
念
仏
が
懺
悔
と
滅
罪
と
し
て
は
た
ら
く
地

平
が
こ
こ
に
開
か
れ
る
。

（
2
（　

念
仏
と
懺
悔

　

仏
教
の
「
懺
悔
（「
懺
」
＝ks
4am
a

「
悔
」
＝āpatti-

pratideśanā

（」
に
み
え
る
二
つ
の
態
度
を
み
れ
ば
、

　

①
初
期
仏
教
の
随
犯
随
懺
の
懺
悔

　

②
大
乗
仏
教
の
よ
り
根
元
的
懺
悔

の
二
種
類
が
あ
る
。
①
を
律
の
懺
悔
、
②
を
戒
の
懺
悔
と
再
定

義
す
れ
ば
、
①
が
懺
悔
と
滅
罪
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
強
制
的
、

他
律
的
、
罰
則
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
②
は
自
分
自
身

深
く
悔
い
改
め
て
自
己
の
行
為
を
恥
じ
、
煩
悩
を
取
り
除
い
て

再
び
犯
さ
な
い
と
決
心
す
る
発
菩
提
心
の
仏
道
実
践
な
の
で
あ

る
。

　

さ
て
懺
悔
を
規
定
す
る
の
は
戒
律
だ
が
、
そ
の
懺
悔
が
儀
式

の
形
式
を
か
り
て
一
定
の
儀
軌
に
準
ず
る
と
な
る
と
、
理
事
二

種
の
懺
悔
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
身
・
口
・
意
三
業
に
お

る
懺
悔
は
「
事
」
だ
が
、「
理
の
懺
悔
」
に
あ
っ
て
は
事
を
観

相
し
て
自
己
の
内
面
を
掘
り
下
げ
て
罪
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
念
仏
懺
悔
で
は
仏
名
を
称
念
す
る
、
称
名
念
仏
が
無

明
と
果
と
業
因
の
縁
起
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
の
で
、
念
仏
は
そ

の
ま
ま
懺
悔
と
滅
罪
の
は
た
ら
き
を
す
る
。
但
し
、
こ
の
念
仏

に
は
救
済
を
期
待
す
る
呪
術
的
な
意
味
合
い
は
な
く
、
ま
た
こ

の
念
仏
は
滅
罪
＝
功
徳
を
反
対
給
付
に
要
求
す
る
自
力
の
行
で

も
な
い
。
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
生
活
、

本
願
念
仏
が
体
験
さ
れ
た
と
き
に
は
、
既
に
そ
こ
に
自
ず
か
ら

懺
悔
の
生
活
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

（
3
（　

伝
法
上
の
授
戒　

―
聖
冏
『
伝
戒
論
』
―

　

一
三
八
七
年
に
聖
冏
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
伝
戒
論
』
は
、

浄
土
宗
が
宗
と
し
て
の
独
立
を
内
外
に
宣
伝
す
る
教
理
上
の
基

盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
、「
聖
冏
以
前
に
於
て

は
、
浄
土
宗
の
僧
は
比
叡
山
或
い
は
他
の
寺
に
入
っ
て
、
そ
の

宗
旨
の
作
法
に
随
う
か
、
然
ら
ず
ん
ば
独
立
の
僧
と
認
め
ら
れ

ず
、
た
だ
道
心
者
と
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
」「
聖
冏
が
宗

戒
伝
承
の
形
式
を
定
め
た
の
は
、
即
ち
こ
の
欠
点
を
補
っ
て
、
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浄
土
宗
を
し
て
形
式
上
に
於
い
て
も
独
立
の
一
宗
た
ら
し
め
ん

が
為
め
で
あ
っ
た
」（
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
第
五
巻

「
中
世
篇
之
四
」（

『
伝
戒
論
』
の
内
容
―
円
頓
戒
の
伝
授
に
つ
い
て
―

〔
１
〕　

天
台
宗
の
円
頓
戒
を
浄
土
宗
が
相
承
す
る
こ
と
は
正
当

で
あ
る
。

①　

�

衆
生
の
済
度
と
い
う
大
目
的
の
前
で
は
方
便
手
段
の
選

択
は
二
次
的
三
次
的
な
下
位
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
方
便

選
択
時
の
所
属
宗
派
に
よ
る
偏
頗
な
執
着
や
規
制
は
無
意

味
で
あ
る
。「
学
解
」
に
あ
っ
て
は
全
て
が
学
習
対
象
で

あ
り
、「
修
業
」
に
あ
っ
て
も
有
縁
の
要
法
に
依
る
の
が

よ
い
。
聖
道
・
浄
土
の
区
別
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
・
非
仏
教

の
区
分
け
も
な
く
、
衆
生
済
度
の
目
的
地
に
至
る
道
の
選

択
は
融
通
無
碍
に
す
れ
ば
よ
い
。

②　

か
く
自
由
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
天
台
・
浄
土
の
偏
執

を
超
え
て
、
浄
土
の
円
戒
相
承
も
是
認
さ
れ
る
。

〔
２
〕　

円
頓
戒
の
正
嫡
は
天
台
宗
で
は
な
く
浄
土
宗
で
あ
る
。

①　

相
承
に
あ
っ
て
重
要
な
の
は
相
承
者
で
は
な
く
て
相
承

さ
れ
る
当
体
で
あ
る
。
夏
―
殷
―
周
と
中
国
古
代
の
易
姓

革
命
、
た
と
え
王
朝
の
交
替
、
為
政
者
の
首
の
す
げ
替
え

が
あ
っ
て
も
天
下
が
乱
れ
社
会
の
秩
序
が
失
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
円
頓
戒
の
相
承
で
も
、
天
台
か
ら
浄
土

に
相
承
者
が
替
わ
っ
た
だ
け
で
、
円
頓
戒
相
承
に
乱
れ
が

生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。

②　

円
頓
戒
の
相
承
は
南
岳
―
天
台
―
湛
然
…
…
伝
教
―
慈

覚
―
長
意
―
叡
空
―
源
空
と
次
第
し
、
源
空
法
然
亡
き
後

で
は
天
台
の
故
地
黒
谷
で
は
な
く
浄
土
の
新
黒
谷
が
嫡
法

の
地
と
な
っ
た
。
元
は
竜
宮
の
宝
珠
で
も
人
の
手
に
入
り
、

人
間
社
会
に
伝
わ
る
以
上
は
人
の
宝
で
あ
る
よ
う
に
、
今

や
円
頓
戒
は
天
台
で
は
な
く
て
浄
土
の
も
の
で
あ
る
。

③　

円
・
密
・
禅
・
戒
、
日
本
天
台
の
四
宗
相
承
に
あ
っ
て

は
四
者
は
兼
学
で
円
頓
戒
は
四
分
の
一
の
割
り
当
て
だ
が
、

浄
土
の
戒
脈
相
承
で
は
一
分
の
一
、
嫡
々
相
承
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
浄
土
こ
そ
円
頓
戒
の
正
嫡
で
あ
る
。

�

　

師
錬
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
浄
土
「
宗
」
の
統
計
問
題
、

即
ち
「
無
祖
宗
之
定
系
」
な
る
論
題
は
、
こ
こ
に
円
頓
戒

の
正
嫡
と
し
て
の
浄
土
宗
を
宣
言
す
る
こ
と
で
一
応
の
回

答
を
見
た
と
言
っ
て
よ
い
。

�
　

聖
冏
の
『
伝
戒
論
』
に
は
先
が
あ
る
。
聖
冏
は
宗
外
か

ら
の
批
判
に
答
え
つ
つ
同
じ
浄
土
教
諸
派
か
ら
の
批
判
に
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も
応
じ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
前
篇
と
は
異
な
り
、
一
転
、

念
仏
と
持
戒
の
意
味
を
問
う
と
い
う
神
学
論
争
の
趣
を
呈

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

専
修
念
仏
と
持
戒
に
つ
い
て

〔
３
〕　�

持
戒
は
通
仏
教
の
基
盤
で
あ
り
、
雑
行
で
あ
る
と
の
理

由
で
そ
れ
を
排
斥
す
る
の
は
浄
土
教
の
伝
統
で
は
な
い
。

①　

称
名
念
仏
の
一
心
一
行
＝
専
修
念
仏
の
み
を
尊
び
、
そ

れ
以
外
の
行
全
て
を
雑
行
と
し
て
斥
け
る
と
、
出
家
・
離

欲
・
発
菩
提
心
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
浄
土
教
徒
も
仏

教
徒
で
あ
る
な
ら
ば
大
乗
の
綱
要
、
仏
道
の
基
趾
、
諸
仏

の
通
戒
は
―
た
と
え
浄
土
教
徒
の
目
か
ら
み
て
雑
行
と
見

做
さ
れ
よ
う
と
も
―
本
来
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

②　

持
戒
の
本
質
が
雑
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ⅰ
通

仏
法
の
地
盤
で
あ
る
か
ら
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
大

乗
円
戒
の
菩
薩
戒
で
は
な
く
、
そ
れ
が
た
と
え
小
乗
二
百

五
十
の
声
聞
戒
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
嫌
う
理
由
は
な
い
。

ⅱ
善
導
も
法
然
も
、
持
戒
に
妨
げ
ら
れ
て
念
仏
が
疎
か
に

な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
更
に
ⅲ
円
頓
戒
は
声
聞

戒
と
違
っ
て
日
常
生
活
に
行
動
の
制
約
が
な
く
何
ら
念
仏

に
妨
げ
に
な
ら
な
い
。

③　

法
然
、
及
び
法
然
面
授
の
弟
子
た
ち
は
み
な
持
戒
の
人

で
あ
り
、
伝
戒
の
分
が
あ
っ
た
。
浄
土
に
は
伝
統
と
し
て

宗
派
に
同
じ
く
戒
脈
の
血
脈
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
不
審

は
な
い
。

〔
４
〕　�

念
仏
の
一
行
は
万
徳
を
具
え
て
い
る
。
一
向
専
修
は
余

法
の
兼
修
を
嫌
わ
な
い

①　

浄
土
宗
鎮
西
流
白
幡
派
で
は
持
戒
の
兼
修
を
認
め
、
伝

法
に
同
じ
く
伝
戒
を
尊
重
す
る
伝
統
が
あ
る
。

②　

助
業
肯
定
の
論
拠
を
鎮
西
流
の
論
疏
二
本
に
求
め
る
。

ⅰ
聖
光
『
西
宗
要
』
は
、
一
向
専
修
の
念
仏
を
本
と
し
て

余
法
は
助
業
と
す
る
と
い
う
優
先
順
位
さ
え
確
認
で
き
れ

ば
、
善
導
の
よ
う
に
堂
塔
を
造
り
浄
土
変
相
三
百
余
鋪
を

か
く
の
も
可
な
り
、
と
い
う
。
ⅱ
良
忠
『
見
聞
』
は
諸

行
・
余
法
を
全
面
否
定
し
が
ち
な
一
向
専
修
の
念
仏
を
批

判
す
る
。
念
仏
の
一
行
に
は
諸
行
・
余
法
の
万
行
の
徳
が

具
わ
っ
て
お
り
、
弥
陀
一
仏
に
は
一
切
仏
の
徳
が
具
わ
っ

て
い
る
。
諸
行
諸
仏
を
寧
ろ
に
す
る
理
由
は
な
い
。
少
分

の
兼
行
は
許
容
さ
れ
る
。
但
し
念
仏
＝
正
行
を
妨
げ
る
ま

で
に
肥
大
し
た
雑
行
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
不
可
で
あ
る
。

〔
５
〕　�
浄
土
宗
の
円
頓
戒
の
受
戒
は
正
・
雑
の
兼
行
で
は
な
く
、
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少
分
の
助
業
で
あ
る
故
に
雑
業
で
も
な
い
。

①　

正
雑
兼
行
と
い
っ
て
も
少
分
の
兼
行
な
ら
ば
浄
土
宗
で

も
許
容
さ
れ
る
。

②　
「
正
（
行
（・
雑
（
行
（」「
正
（
業
（・
助
（
業
（」
の
範

疇
分
け
を
し
て
、
雑
業
・
助
業
に
相
当
す
る
も
の
の
少
分

の
兼
修
を
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
念
仏
と
念
仏
以
外
の

行
が
同
価
・
同
等
で
選
択
の
対
象
と
な
る
（
正
行
・
（
雑

行
（
の
兼
行
（
で
は
な
い
。

③　
（
正
行
（
雑
行
（
兼
修
・
行
（
否
定
の
論
拠
を
鎮
西
流

の
論
疏
二
本
に
求
め
る
。
ⅰ
聖
光
『
西
宗
要
』
は
、
盧
山

の
慧
遠
は
念
仏
を
本
と
し
余
法
を
助
業
と
す
る
と
い
う
優

先
順
位
が
確
認
で
き
る
。
ⅱ
良
忠
『
見
聞
』
で
は
、
発

心
・
持
戒
を
己
の
業
と
し
て
正
因
と
解
す
る
な
ら
ば
雑
行

と
解
さ
れ
る
が
、
念
仏
（
＝
正
因
（
の
た
め
の
持
戒
（
＝

助
業
（
な
り
と
解
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
持
戒
で
も
雑
行
で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。

〔
６
〕　

破
戒
し
て
も
戒
体
は
失
わ
れ
な
い
。
有
受
戒
の
破
戒
は

無
受
戒
の
無
戒

①　

頓
戒
の
授
受
を
勧
め
る
根
拠
と
し
て
は
、
破
戒
を
恐
れ

る
者
が
無
戒
を
恐
れ
ぬ
は
矛
盾
で
あ
り
、
し
か
も
円
頓
戒

で
は
破
戒
が
あ
っ
て
も
受
戒
の
功
徳
が
尽
き
な
い
と
い
う

利
点
が
あ
る
。
更
に
は
戒
の
持
犯
は
受
者
の
側
の
問
題
で

あ
っ
て
、
受
者
の
側
は
そ
れ
に
は
関
わ
ら
な
い
。

②　

円
戒
の
持
・
犯
論
と
円
頓
戒
念
仏
者
正
機
論
が
あ
る
。

ⅰ
声
聞
戒
で
は
二
百
五
十
の
律
条
の
一
つ
で
も
犯
せ
ば
犯

戒
と
な
る
の
に
、
円
頓
戒
で
は
一
戒
で
も
持
て
ば
持
戒
の

名
を
得
る
、
ⅱ
円
頓
戒
で
は
一
得
永
不
失
の
解
体
を
も
ち
、

服
薬
戒
の
仏
性
開
発
の
段
階
に
あ
る
者
に
は
戒
の
持
犯
は

問
題
に
な
ら
な
い
。
ⅲ
『
菩
薩
瓔
珞
経
』
に
よ
り
菩
薩
戒

に
は
受
法
の
み
あ
っ
て
捨
法
が
な
い
こ
と
を
経
証
と
し
て

一
得
永
不
失
が
確
認
さ
れ
る
。
ⅳ
念
仏
者
も
円
頓
戒
受
持

の
正
機
で
あ
る
。

③　

円
頓
戒
不
信
者
に
受
戒
を
勧
め
る
理
由
と
し
て
、
浄
土

宗
鎮
西
流
白
幡
派
の
伝
統
と
し
て
円
頓
戒
受
持
が
あ
り
円

戒
を
排
除
し
信
心
の
み
を
強
調
す
る
者
は
古
徳
の
安
心
へ

の
不
信
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
但
し
宗
脈
の
み
を
受
持

し
戒
脈
相
承
を
不
要
と
す
る
者
は
許
容
さ
れ
る
。
最
後
に

円
頓
戒
受
持
は
浄
土
を
欣
求
す
る
念
仏
者
に
有
意
義
で
あ

る
ば
か
り
か
、
聖
道
門
の
人
に
も
成
仏
作
祖
の
直
因
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
通
仏
法
的
に
普
遍
妥
当
す
る
こ
と
を
主



─ 22 ─

張
す
る
。

（
4
（　�
念
仏
と
持
戒
の
優
先
順
位
は
、
明
ら
か
に
念
仏
が
上
位
に
あ

る
。
念
仏
は
正
行
で
あ
り
、
そ
の
地
位
を
脅
か
す
も
の
は
持
戒

に
限
ら
ず
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
ま
さ
し
く
「
助
を
さ
さ

ぬ
」「
ひ
と
り
だ
ち
」
の
正
行
な
の
で
あ
る
。

　

念
仏
の
一
行
は
万
徳
を
具
え
て
い
る
。
正
因
た
る
念
仏
の
一

向
専
修
の
中
に
持
戒
が
所
を
得
る
。
持
戒
は
余
法
で
あ
り
、
雑

行
で
あ
り
、
助
業
で
あ
る
が
、
そ
の
少
分
の
兼
修
を
ば
念
仏
は

嫌
わ
な
い
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
１
部

授
戒
会
・
帰
敬
式

�

■
パ
ネ
ラ
ー�

阪
口
祐
彦

後
藤
真
法

西
城
宗
隆

�

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー�

林
田
康
順

　

司
会　

そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

�

〔
同
称
十
念
〕　

　

本
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
す
が
、
大
会
テ
ー
マ
と
同
じ

「
授
戒
会
・
帰
敬
式
」
と
い
う
こ
と
で
、
３
名
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生

に
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー　

林
田
康
順
先
生
の
も
と
で
進
行
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

林
田
先
生
は
、
皆
様
既
に
ご
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
簡
単

に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

現
在
、
大
正
大
学
教
授
、
ま
た
仏
教
学
科
長
を
お
務
め
で
す
。
大

正
大
学
の
浄
土
宗
の
教
職
員
組
織
で
あ
り
ま
す
大
正
大
学
杏
葉
会
で

は
学
長
、
学
監
の
次
の
幹
事
長
を
お
務
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

宗
内
外
で
幅
広
く
ご
活
躍
の
林
田
先
生
に
本
日
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
大
会
の
実
行
委
員
長
も
務

め
て
お
い
で
で
、
そ
う
い
う
中
で
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
林
田
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

林
田　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
大
正
大
学
の
林
田

で
す
。
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こ
れ
か
ら
平
成
25
年
度
の
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
大
会
テ
ー
マ

は
「
授
戒
会
、
帰
敬
式
」
で
、
午
前
中
は
大
本
山
光
明
寺
ご
法
主　

宮
林
昭
彦
台
下
に
「
浄
土
宗
の
授
戒
の
本
質
」
と
い
う
貴
重
な
ご
講

演
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
の
本
日
ま
た
明
日
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
初
め
に
、
こ
れ
か
ら
お
話
を
頂
き
ま
す
３
名
の
パ
ネ
ラ
ー
の

先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
発
表
の
順
で
す
が
、
浄
土
宗
の
総
合
研
究
所
か
ら
の
ご
推
薦
で
、

総
合
研
究
所
の
専
任
研
究
員
、
大
本
山
増
上
寺
布
教
師
会
の
事
務
局

長
、
東
京
教
区
円
通
寺
の
ご
住
職
、
後
藤
真
法
先
生
で
す
。（
拍
手
（。

　

続
き
ま
し
て
、
法
式
教
師
会
か
ら
の
ご
推
薦
で
、
大
正
大
学
非
常

勤
講
師
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
専
任
研
究
員
、
東
京
教
区
大
雲
寺
の

ご
住
職
、
西
城
宗
隆
先
生
で
す
。（
拍
手
（。

　

続
き
ま
し
て
、
浄
土
宗
布
教
師
会
の
ご
推
薦
で
、
浄
土
宗
布
教
師

会
の
事
務
局
次
長
、
大
阪
教
区
の
布
教
師
会
副
会
長
、
大
阪
教
区
正

覚
寺
の
阪
口
祐
彦
先
生
で
す
。（
拍
手
（。

　

あ
わ
せ
ま
し
て
、
大
正
大
学
の
林
田
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
（
拍
手
（。

　

法
然
上
人
は
１
１
７
５
年
、
43
歳
の
と
き
に
本
願
念
仏
へ
の
回
心

を
さ
れ
、
ま
た
１
１
９
８
年
、
法
然
上
人
66
歳
の
と
き
に
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
を
お
ま
と
め
い
た
だ
き
、
選
択
本
願
念
仏
説
を
体
系
化

さ
れ
ま
し
た
。

　

お
そ
ら
く
、
そ
の
43
歳
以
前
の
時
点
で
法
然
上
人
ご
自
身
が
「
戒

定
慧
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
述
懐
さ
れ
、
そ
の
三
学
非
器
の
ご
自

覚
に
加
え
て
、
回
心
以
後
、
阿
弥
陀
仏
の
前
で
は
皆
凡
夫
で
あ
る
と

い
う
信
機
の
自
覚
の
中
で
体
系
化
さ
れ
ま
し
た
の
が
選
択
本
願
念
仏

思
想
で
す
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
、
法
然
上
人
は
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
三
の
中
に

皇
円
阿
闍
梨
の
も
と
で
15
歳
の
と
き
、
久
安
３
年
、
１
１
４
７
年
11

月
８
日
、「
黒
髪
を
剃
り
、
法
衣
を
着
し
、
戒
壇
院
に
し
て
大
乗
戒

を
受
け
た
ま
い
に
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
乗
菩
薩
戒
を
伝
授
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
18
歳
の
と
き
に
は
黒
谷
に
参
ら
れ
ま
し
て
、
円
頓
戒
相

承
の
正
統
た
る
叡
空
上
人
か
ら
し
っ
か
り
と
円
頓
戒
を
相
承
さ
れ
ま

し
て
、
伝
書
な
ど
に
は
慈
覚
大
師
以
来
の
「
九
代
の
嫡
嗣
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
法
然
上
人
が
『
選
択
集
』
撰
述
時
、
あ
る
い
は
そ
の
前
後
の

頃
に
、
九
条
兼
実
公
は
も
と
よ
り
高
倉
天
皇
や
後
白
河
法
皇
が
、
さ

ら
に
は
、
こ
れ
は
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
な
ど
に
よ
れ
ば
山
門
・
三
井
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の
宗
徒
、
す
な
わ
ち
、
比
叡
山
あ
る
い
は
園
城
寺
の
僧
侶
、
あ
る
い

は
、
東
大
寺
や
興
福
寺
の
高
僧
な
ど
が
、
法
然
上
人
の
も
と
に
雲
霞

の
ご
と
く
集
ま
っ
て
師
事
さ
れ
、
戒
を
授
か
り
、
講
述
を
受
け
た
と

い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
、
宮
林
台
下
の
ご
講
義
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

「
七
箇
条
起
請
文
」
の
中
で
「
戒
は
こ
れ
仏
法
の
大
地
な
り
」
と
記

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
ま
さ
に
持
戒
堅
固
の
念
仏
行
者
で

あ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
姿
を
受
け
て
、
聖
冏
上
人
が
伝
宗
伝
戒

の
制
度
を
構
築
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
伝
戒
の
中
で
、『
顕
浄
土
伝
戒

論
』
に
は
「
お
よ
そ
浄
土
一
宗
に
お
い
て
二
つ
の
血
脈
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
宗
脈
と
戒
脈
と
こ
れ
な
り
。
も
し
宗
を
伝
う
る
と
き
は
必
ず
も

っ
て
戒
を
も
伝
う
べ
き
」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
車
の
両
輪
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
翼
の
両
翼
の
ご
と
く
伝

宗
伝
戒
を
大
切
に
し
て
、
私
ど
も
は
加
行
道
場
で
そ
れ
を
伝
授
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
形
で
私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
は
伝
宗
伝
戒
を
頂
戴
し
て

い
る
と
い
う
自
覚
に
立
ち
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
し

て
１
人
で
も
多
く
の
方
に
授
戒
会
あ
る
い
は
帰
敬
式
を
伝
え
て
い
く

べ
き
か
と
い
う
課
題
の
も
と
で
、
理
解
を
深
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

が
、
本
日
と
明
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
本
日
の
大
会
の
テ
ー
マ
を
一
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
「
大
会
テ
ー
マ
「
授
戒
会
・
帰
敬
式
」。
人
間
形
成
と
信
仰
継
承
の

た
め
に
。

　

人
々
の
寺
離
れ
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
急
激
な
社
会
変
化
に
伴

い
、
近
年
そ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
加
速
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
例
え

ば
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
伴
う
単
身
者
世
帯
、
独
居
老
人
世
帯
の

増
加
や
核
家
族
か
ら
個
族
へ
と
い
う
家
族
の
あ
り
方
の
変
容
に
よ
っ

て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
菩
提
寺
と
の
関
係
や
念
仏
信
仰

の
継
承
に
も
、
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。
昔
か
ら
の
熱
心
な

檀
家
が
代
が
わ
り
に
よ
っ
て
、
寺
へ
の
思
い
、
信
仰
へ
の
情
熱
が
一

気
に
薄
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
も
多
い
。

　

一
方
で
、
仏
教
は
静
か
な
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
る
。
原
発
事
故
を

契
機
に
、
便
利
、
快
適
を
求
め
る
消
費
社
会
や
行
き
過
ぎ
た
個
人
主

義
が
反
省
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
欲
望
を
抑
え
て
生
活
規
範
を
取
り
戻

そ
う
と
い
う
問
題
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
を
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
寺
と
仏
教
は

別
々
の
存
在
に
な
り
か
け
て
い
る
。
両
者
を
結
び
付
け
、
念
仏
信
仰

へ
と
導
く
た
め
に
は
、
仏
教
徒
と
し
て
の
、
ま
た
檀
信
徒
と
し
て
の
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自
覚
を
促
す
出
発
点
の
存
在
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
大
会
で
は
授
戒
会
と
帰
敬
式
を

テ
ー
マ
と
し
た
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
で
の
出
発
点
と
し
て
、

授
戒
会
・
帰
敬
式
と
い
う
儀
式
、
儀
礼
に
大
い
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
宗
教
化
の
現
場
で
は
五
重
相
伝
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
儀

式
の
力
は
大
き
い
。
五
重
を
受
け
た
檀
信
徒
の
多
く
が
宗
教
的
感
動

を
覚
え
、
浄
土
宗
信
徒
と
し
て
の
自
覚
が
増
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

本
大
会
を
機
に
授
戒
会
・
帰
敬
式
の
意
義
や
課
題
が
広
く
認
知
さ
れ
、

よ
り
多
く
の
寺
院
で
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
宗

教
的
感
性
を
備
え
た
人
間
形
成
と
世
代
を
超
え
た
信
仰
継
承
が
実
現

す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。」
以
上
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
、
各
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
か
ら

ご
報
告
を
頂
き
ま
す
。

　

ま
ず
初
め
に
「『
授
戒
会
開
筵
寺
院
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
中

間
報
告
お
よ
び
、
説
戒
に
関
す
る
管
見
」
と
題
し
て
、
後
藤
真
法
先

生
か
ら
ご
報
告
を
頂
き
ま
す
。

　

後
藤　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
布
教
研
究
班
の
後
藤
真
法
と
申
し

ま
す
。
私
は
、「『
授
戒
会
開
筵
寺
院
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
中
間

報
告
お
よ
び
、
説
戒
に
関
す
る
管
見
」
と
い
う
題
で
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
『
宗
報
』
平
成
14
年
４
月
号
か
ら
平
成
24
年
３
月
号
に
掲
載
の

「
法
要
奉
修
寺
院
」
中
、「
授
戒
会
」
を
行
っ
た
全
寺
院
を
対
象
に
、

平
成
25
年
１
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
発
送
し
て
、
５
月
末
に
集
計
い
た

し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
間
報
告
で
す
。
私
ど
も
総
合
研
究
所
の

布
教
研
究
班
で
は
平
成
24
、
25
年
の
統
一
テ
ー
マ
と
し
て
、
授
戒
会

の
総
合
的
な
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
そ
の
一
環

で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
間
の
ク
ロ
ス
集
計

等
は
、
今
回
は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
日
は
あ
く
ま
で
中
間
報
告

で
す
。

　

ま
ず
地
域
別
授
戒
会
開
筵
数
で
す
が
、
こ
れ
は
『
宗
報
』
平
成
14

年
４
月
号
か
ら
平
成
24
年
３
月
号
に
よ
る
も
の
で
す
。（
表
１
参
照
（

　

参
考
資
料
と
し
ま
し
て
、
同
時
期
の
地
域
別
の
五
重
相
伝
開
筵
数

も
記
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
時
点
で
の
浄
土
宗

の
全
寺
院
数
、
総
、
大
本
山
・
ハ
ワ
イ
開
教
区
を
除
い
た
７
０
３
９

カ
寺
で
割
っ
た
そ
の
開
筵
率
お
よ
び
、
教
区
ご
と
の
開
筵
率
も
挙
げ

ま
し
た
。

　

授
戒
会
だ
け
を
見
ま
す
と
、
昨
年
ま
で
の
10
年
間
、
こ
の
間
、
授

戒
会
を
複
数
回
、
10
年
の
う
ち
に
３
回
行
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
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り
ま
す
が
、
そ
れ
を
１
カ
所
と
数
え
て
、
１
４
８
カ
寺
の
記
載
が
あ

り
ま
し
た
。
７
０
３
９
で
割
り
ま
す
と
、
開
筵
率
が
２
・
１
％
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
下
に
平
成
19
年
の
宗
勢
調
査
、
20
年
の
８
月
号
の

『
宗
報
』
に
出
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
「
過
去
10
年
以
内
に
授
戒
会

を
開
筵
し
ま
し
た
」
と
い
う
お
答
え
が
２
５
９
カ
寺
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
６
９
０
０
カ
寺
と
い
う
回
答
数
で
割
っ
て
３
・
75
％
と
い
う

数
字
が
出
て
い
ま
す
。
若
干
そ
ち
ら
の
宗
勢
調
査
の
ほ
う
が
、
数
字

が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
10
年
間
の
枠
は
我
々
の

デ
ー
タ
と
は
５
年
ほ
ど
ず
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
授
戒
会
の
表
で
す
が
、
未
開
筵
の
教
区
は
省
略
し
ま

し
た
が
、
と
に
か
く
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
に
圧
倒
的
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
が
一
目
瞭
然
で
し
て
、
特
に
滋
賀
、
奈
良
、
大
阪
の
３
教
区
で
す
。

寺院数 開筵率
東　北 青　森 6 110 5 .5%

宮　城 3 56 5 .4%
関　東 埼　玉 2 149 1 .3%

長　野 3 236 1 .3%
東　海 静　岡 3 162 1 .9%

尾　張 4 215 1 .9%
伊　勢 3 253 1 .2%
伊　賀 1 49 2 .0%

北　陸 富　山 3 66 4 .5%
近　畿 滋　賀 41 471 8 .7%

京　都 10 599 1 .7%
奈　良 22 315 7 .0%
和歌山 1 197 0 .5%
大　阪 30 486 6 .2%
兵　庫 1 240 0 .4%

中四国 鳥　取 1 42 2 .4%
岡　山 1 28 3 .6%
愛　媛 1 70 1 .4%

九　州 福　岡 1 260 0 .4%
佐　賀 2 90 2 .2%
長　崎 4 67 6 .0%
大　分 2 57 3 .5%
三　州 3 44 6 .8%
合計 148 （7039） 2 .1%

〈平成 19 年宗勢調査〉
過去 10 年以内に受戒会開筵 259 3 .75%

＊ 10 年間に授戒会を複数回行っている寺院は 1件とする

表 1　�地域別授戒会開筵数（『宗報』H14 年 4 月号
～H24 年 3 月号）
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次
い
で
京
都
、
青
森
と
続
き
ま
す
が
、
青
森
教
区
の
こ
の
授
戒
会
は

津
軽
地
方
独
特
の
信
仰
継
承
に
よ
る
大
人
数
の
結
縁
授
戒
会
、
そ
れ

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

五
重
開
筵
の
ほ
う
を
見
ま
し
て
も
、
本
当
に
授
戒
会
と
五
重
相
伝

に
関
し
ま
し
て
は
、
お
隣
に
お
座
り
の
阪
口
先
生
初
め
、
今
日
お
越

し
の
関
西
の
先
生
方
を
前
に
し
て
、
も
う
本
当
に
何
も
申
し
上
げ
ら

れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
理
屈
を
申
し
て
も
実
践
す
る
こ
と
が
第
一
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
々
承
知
を
し
て
い
ま
す
。（
表
２
参
照
（

　

た
だ
、
こ
の
表
に
は
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
10
年
間
の

う
ち
に
は
、
私
も
所
属
し
て
い
る
江
東
組
で
組
主
催
の
授
戒
会
が
あ

っ
た
り
、
ほ
か
に
も
東
京
教
区
城
南
組
の
授
戒
会
と
い
う
の
も
あ
り

ま
し
た
。
林
田
先
生
が
勧
誡
さ
れ
た
と
い
う
神
奈
川
教
区
京
浜
組
の

授
戒
会
も
あ
っ
た
と
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
と
授
戒
会
を
開
筵
し
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
る
の

寺院数 開筵率
北海道 第　一 2 74 2 .7%

第　二 7 66 10 .6%
東　北 青　森 13 110 11 .8%

岩　手 1 34 2 .9%
秋　田 0 48 0 .0%
山　形 4 119 3 .4%
宮　城 2 56 3 .6%
福　島 1 166 0 .6%

関　東 群　馬 1 75 1 .3%
栃　木 2 79 2 .5%
茨　城 1 101 1 .0%
埼　玉 5 149 3 .4%
東　京 5 437 1 .1%
千　葉 2 146 1 .4%
神奈川 8 264 3 .0%
山　梨 0 91 0 .0%
長　野 10 236 4 .2%

東　海 静　岡 9 162 5 .6%
三　河 8 318 2 .5%
尾　張 8 215 3 .7%
伊　勢 29 253 11 .5%
伊　賀 20 49 40 .8%
岐　阜 2 89 2 .2%

北　陸 新　潟 4 80 5 .0%
富　山 11 66 16 .7%
石　川 1 41 2 .4%
福　井 13 85 15 .3%

近　畿 滋　賀 121 471 25 .7%
京　都 74 599 12 .4%
奈　良 107 315 34 .0%
和歌山 57 197 28 .9%
大　阪 134 486 27 .6%
兵　庫 45 240 18 .8%

中四国 鳥　取 4 42 9 .5%
出　雲 2 56 3 .6%
石　見 2 51 3 .9%
岡　山 4 28 14 .3%
広　島 12 75 16 .0%
山　口 12 140 8 .6%
南　海 5 53 9 .4%
愛　媛 2 70 2 .9%

九　州 福　岡 35 260 13 .5%
佐　賀 18 90 20 .0%
長　崎 17 67 25 .4%
熊　本 7 89 7 .9%
大　分 5 57 8 .8%
三　州 3 44 6 .8%
合　計 835 7039 11 .86%

〈平成 19 年宗勢調査〉
過去 10 年以内に五重相伝開筵 1076 15 .59%

表 2　（参考）地域別五重開筵数（『宗報』同号）
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で
す
が
、
実
際
は
報
告
を
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

組
主
催
な
の
で
宗
に
報
告
す
る
こ
と
も
な
い
と
、
案
外
届
け
出
を
し

て
い
な
い
寺
院
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

五
重
は
４
日
間
、
授
戒
会
は
３
日
間
と
い
う
の
は
功
績
点
に
関
し

て
の
決
ま
り
だ
け
な
の
で
、
少
な
く
と
も
２
日
授
戒
で
あ
っ
て
も
宗

に
報
告
は
し
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
大
本
山
増
上
寺
で
も
２
年
お
き
に
４
日
間
の
授
戒
会
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
も
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
１
４
８
件
の
授
戒
会
の
開
筵
日
数
と
開
筵
月
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
２
日
授
戒
も
５
件
あ
り
ま
し
た
。
３
日
授
戒
が
一
番
多
い

の
で
す
が
、
４
日
、
５
日
の
授
戒
も
ま
だ
ま
だ
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

気
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
９
日
授
戒
と
い
う
会
所
が
あ
り
ま
し
て
、

お
電
話
を
直
接
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
、
実
は
受
者
が
１
４
０

人
近
く
い
て
、
以
前
五
重
相
伝
を
行
っ
た
ら
、
も
う
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
授
戒
会
を
行
う
と
き
は
70
人
ず
つ
に
分
け
て

行
い
、
初
日
は
足
揃
え
式
を
全
員
で
行
い
、
あ
と
４
日
間
ず
つ
の
授

戒
を
２
度
に
分
け
て
行
っ
た
と
い
う
９
日
授
戒
で
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

そ
の
下
の
開
筵
月
に
関
し
ま
し
て
は
、
４
月
か
ら
５
月
、
10
月
か

ら
11
月
が
最
も
多
い
で
す
が
、
中
に
は
年
末
あ
る
い
は
お
正
月
の
開

筵
と
い
う
例
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
よ
ほ
ど
常
日
ご
ろ
か
ら
お
檀

家
さ
ん
と
緊
密
に
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
と
、
と
て
も
理
解
は
得
ら
れ

な
い
こ
と
だ
な
と
、
あ
り
が
た
い
こ
と
と
思
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
次
に
移
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
が
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
間
報

告
に
な
り
ま
す
。（
31
ペ
ー
ジ
以
降
参
照
（

　

１
４
８
通
発
送
し
、
91
通
の
ご
回
答
を
い
た

だ
き
ま
し
て
、
回
収
率
は
61
・
５
％
で
し
た
。
ま

ず
①
総
受
者
数
で
す
が
、「
51
～
75
人
」
と
い
う

と
こ
ろ
が
１
つ
の
ピ
ー
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
体
50
人
か
ら
１
０
０
人
ぐ
ら
い
ま
で
が
大

多
数
で
す
が
、
た
だ
、「
１
５
１
人
以
上
」
と
い

う
会
所
が
４
件
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
は
先
ほ

授戒会�
開筵日数

2日 5
3 日 94
4 日 26
5 日 20
6 日 2
9 日 1
計 148

開筵月

1月 1
2 月 3
3 月 10
4 月 21
5 月 24
6 月 10
7 月 0
8 月 0
9 月 8
10 月 22
11 月 48
12 月 1
計 148

表 3
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ど
も
申
し
ま
し
た
青
森
教
区
の
特
有
の
結
縁
の
た
め
の
授
戒
会
で
す
。

頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
授
戒
会
で
し
て
、
３
０
０
人
、
４
０
０
人
、

中
に
は
１
０
０
０
人
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト

全
体
で
は
特
異
な
例
で
す
。

　

②
男
性
比
で
す
が
、
男
性
が
「
41
～
60
％
」
で
、
大
体
半
々
で
す

が
、「
81
％
以
上
」
が
男
で
あ
る
と
い
う
会
所
も
１
件
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
部
内
18
カ
寺
の
総
代
さ
ん
を
中
心
に
授
戒
会
を
開
筵
し
た
と

い
う
特
異
な
例
で
し
た
。

　

③
60
歳
未
満
の
受
者
、
若
い
方
が
ど
の
く
ら
い
受
け
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
設
問
で
す
が
、「
ほ
ぼ
１
０
０
％
」
が
60
歳
未
満
と
い
う

会
所
が
５
件
で
、
ま
た
「
80
％
程
度
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
10
件
で
、

思
っ
た
よ
り
多
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
お
寺
を
守
っ
て
い
た
だ
く

若
い
年
齢
層
に
対
し
て
意
識
的
に
住
職
の
積
極
的
な
お
誘
い
が
あ
る

例
だ
と
思
い
ま
す
。

　

④
は
全
出
席
さ
れ
た
受
者
は
何
％
ぐ
ら
い
か
お
聞
き
し
た
の
で
す

が
、
こ
こ
で
も
「
40
％
」、「
20
％
」
と
い
う
の
は
、
毎
回
引
合
い
に

出
し
て
恐
縮
で
す
が
、
青
森
の
結
縁
の
授
戒
で
す
。

　

⑤
は
説
戒
す
る
方
を
ど
う
呼
ぶ
か
。
一
般
に
、
関
西
の
ほ
う
で
は

説
戒
師
、
関
東
で
は
勧
誡
師
と
呼
ぶ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
関
西
で
も
勧
誡
師
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
ま
し

た
。
ち
な
み
に
、
増
上
寺
は
授
戒
会
で
も
勧
誡
師
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

次
に
⑥
を
飛
ば
し
ま
し
て
、
⑦
の
説
戒
総
時
間
で
す
。「
10
時
間

以
内
」
と
い
う
の
が
31
件
で
一
番
多
く
て
、
平
均
し
て
60
分
１
席
で

10
席
と
い
う
日
程
が
一
番
多
い
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。

　

次
に
⑧
と
⑨
は
剃
度
式
、
懺
悔
式
を
行
っ
て
い
ま
す
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
⑧
の
剃
度
式
は
22
件
の
会
所
が
「
行
っ
て
い
な
い
」
と

い
う
回
答
。
青
森
の
ほ
う
で
は
通
常
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
関
西
で
も

行
わ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
他
は
正
授
戒
の
中
で
一
括
し
て
行

う
と
い
う
所
で
す
。
通
常
、
剃
度
式
に
お
い
て
は
授
与
日
課
が
行
わ

れ
る
の
で
、
五
重
の
盛
ん
な
地
域
で
も
剃
度
式
を
日
程
に
組
ま
れ
る

こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

次
の
⑨
懺
悔
会
で
す
が
、「
行
わ
な
い
」
が
65
件
、
近
畿
ブ
ロ
ッ

ク
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
理
由
は
、
受
者

の
ほ
と
ん
ど
が
五
重
を
受
け
て
済
ん
で
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
後
ほ
ど
ま
た
、
授
戒
と
五
重
の
ご
意
見
欄
紹
介
の
と
き
に
お

話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
⑩
～
⑬
は
飛
ば
し
て
、
⑭
戒
牒
を
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
と
い

う
こ
と
で
す
。「
総
、
大
本
山
に
依
頼
し
た
」
が
大
半
で
す
が
、「
自

坊
で
作
成
し
た
」、
あ
る
い
は
、「
そ
の
他
」
と
い
う
回
答
も
あ
り
ま

す
。「
そ
の
他
」
と
い
う
の
は
、
組
内
の
寺
院
に
依
頼
し
た
と
い
う
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①総受者数

25 人以下 7
26 ～ 50 人以下 20
51 ～ 75 人以下 28
76 ～ 100 人以下 19
101 ～ 125 人以下 11
126 ～ 150 人 2
151 人以上 4
未回答 0
計 91

②男性比

20％以下 4
21％～ 40％ 18
41％～ 60％ 64
61％～ 80％ 2
81％以上 1
無回答 2
計 91

③ 60 歳未満
の受者

ほぼ 100％ 5
80％程度 10
60％程度 11
40％程度 14
20％程度 14
10％以下 35
無回答 2
計 91

④全出席され
た受者は？

ほぼ 100％ 64
80％程度 15
60％程度 7
40％程度 2
20％程度 1
10％程度 1
無回答 1
計 91

⑤説戒する方
を、どう呼
ぶ？

１．説戒師　　　　 61
２．勧誡師 27
３．その他 2
無回答 1
計 91

⑥前回の授戒
会から、どの
位？

今回が初めて 19
3 年未満　　 1
3 年以上�5 年未満 5
5年以上�７年未満　　 4
7 年以上�10 年未満 12
10 年以上�15 年未満 19
15 年以上 21
その他 10
無回答 0
計 91

⑦説戒総時間

6時間以内 5
7 時間以内 5
8 時間以内 15
9 時間以内 13
10 時間以内 31
11 時間以内 6
12 時間以内 11
13 時間以内 2
13 時間以上 1
無回答 2
計 91

⑧剃度式を行
った？

いいえ 22
はい 65
その他 2
無回答 2
計 91

⑨懺悔会を行
った？

いいえ 65
はい 24
その他 1
無回答 1
計 91

授戒会開筵寺院へのアンケート調査　中間報告
（148 通発送。91 通回答。回収率 61.5％）

（御協力頂いた御寺院には、後日報告書をお送り致します）
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も
の
が
多
か
っ
た
で
す
。
本
来
は
総
、
大
本
山
に
お
願
い
す
る
も
の

と
思
い
ま
す
が
…
。

　

⑮
の
受
者
の
冥
加
料
で
す
が
、
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
１
万
円
と
い
う
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
２
万
円
と
い
う
と
こ
ろ
、

こ
れ
は
地
域
別
で
は
、
先
ほ
ど
の
青
森
は
大
人
数
な
の
で
平
均
２
万

円
、
近
畿
以
外
で
は
関
東
、
九
州
は
大
体
３
万
円
と
い
う
よ
う
な
金

額
で
し
た
。

　

や
は
り
近
畿
の
ほ
う
は
比
較
的
高
い
と
思
い
ま
す
が
、
５
万
円
と

い
う
と
こ
ろ
に
１
つ
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
８

万
円
と
か
、
10
万
円
も
11
件
で
す
か
ら
、
か
な
り
多
い
で
す
ね
。
こ

の
10
万
円
と
い
う
と
こ
ろ
は
、「
40
歳
以
上
の
受
者
は
10
万
円
、
40

歳
未
満
を
５
万
円
に
し
た
」
と
い
う
会
所
も
含
め
ま
し
た
。

　

次
に
、
⑯
が
発
起
人
の
冥
加
料
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
よ
っ

て
呼
び
方
や
金
額
の
設
定
に
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
檀
家
総

代
な
ど
の
立
場
に
あ
る
方
の
冥
加
料
と
い
う
意
味
で
お
答
え
い
た
だ

け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
50
万
円
、
60
万
円
と
い
う
の
も
、
実
際
に

発
起
人
の
冥
加
料
と
し
て
お
答
え
を
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
す
。

　

⑰
贈
戒
牒
・
贈
授
戒
な
ど
の
金
額
で
す
。
こ
れ
も
大
体
５
万
円
ぐ

ら
い
、
呼
び
名
は
贈
血
脈
、
贈
授
戒
、
贈
号
、
追
贈
授
戒
、
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
表
で
は
常
回
向
と
塔
婆
回
向
等
を
除
い
て

贈
何
々
と
い
う
も
の
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
10
万
円
の

贈
り
で
も
戒
名
を
追
贈
し
な
い
と
い
う
会
所
も
数
件
あ
り
ま
し
た
。

⑱
～
⑳
は
飛
ば
し
ま
す
。

　

㉑
伝
戒
師
様
へ
の
法
礼
、
㉒
説
戒
師
様
へ
の
法
礼
、
㉓
回
向
師
様

へ
の
法
礼
、
㉔
出
仕
僧
（
執
り
持
ち
（
へ
の
法
礼
云
々
と
い
う
こ
と

も
一
応
記
入
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
「
法
礼
な

し
」
と
い
う
ふ
う
に
お
答
え
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
ご
住
職

み
ず
か
ら
伝
戒
師
、
説
戒
師
を
お
務
め
く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
回
向
師
、
出
仕
僧
へ
の
「
法
礼
な
し
」
と
い
う
の
も
割
と

見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
地
域
、
そ
の
部
内
で
の
相
互
協
力
と
い
う
ふ

う
に
解
釈
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
ク
ロ
ス
集
計
を
行

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

㉕
は
「
定
期
的
に
五
重
相
伝
を
行
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問

で
す
。
実
際
に
は
こ
の
表
以
外
に
「
こ
れ
ま
で
に
五
重
を
行
っ
て
い

ま
す
か
」
と
い
う
設
問
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
表
だ
と
「
行
っ
て
い

な
い
」
が
11
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
過
去
随
分
前
に
、
た
と
え
ば

「
30
年
前
に
行
っ
た
」
と
答
え
た
寺
を
含
み
ま
す
。
よ
っ
て
、「
１
度

も
や
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
表
で
は
な
い
の
で
す
が
、

４
件
、
そ
う
い
う
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
４
件
と
い
う
の
は
青
森
の
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⑩定期的に授
戒会を？

（　）年ごとに行なって
いる 48

行なっていない 19
今後行なっていくつも
り 22

無回答 2
計 91

括弧内

5年未満 1
5 ～ 7 年ごと 9
8 ～ 10 年ごと 17
11 ～ 15 年ごと 6
16 ～ 20 年ごと 8
21 年以上 2
受者の気運により 1
無回答 4
計 48

⑪受者はどの
ような法号
を？

漢字２文字（戒名） 77
漢字４文字（道号と戒
名） 9

その他 5
無回答 0
計 91

その他

漢字１文字 1
戒○の２文字 1
道号のみ２文字 2
無回答 1
計 5

⑫再伝者に新
たに法号を？

漢字１文字を授与した 8
漢字２文字を授与した 12
授与しなかった 35
その他 28
無回答 8
計 91

⑬贈り戒牒、
贈り血脈に法
号を？

漢字１文字を授与した 5
漢字２文字を授与した 51
授与しなかった 26
その他 8
無回答 1
計 91

⑭戒牒は？

総、大本山に依頼した 71
自坊で作成した 17
その他 3
無回答 0
計 91

⑮受者冥加料

　1万円 2
～ 2万円 6
～ 3万円 12
～ 4 万円 4
～ 5万円 17
～ 6 万円 9
～ 7万円 7
～ 8万円 14
～ 9 万円 2
～ 10 万円 11
13 万円 1
無回答 6
計 91

⑯発起人冥加
料

3万円 11
6 万円 1
7 万円 1
10 万円 4
20 万円 2
25 万円 3
28 万円 1
30 万円 1
35 万円 1
50 万円 2
60 万円 1
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結
縁
の
授
戒
が
２
件
、
あ
と
の
２
件
は
「
五
重
は
行
っ
て
い
な
い
の

だ
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は
３
日
間
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
授
戒
会
か
ら

始
め
て
み
よ
う
」
と
い
う
回
答
が
２
件
あ
り
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
言
い
ま
し
た
４
件
以
外
は
五

重
相
伝
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

㉖
「
授
戒
会
と
五
重
相
伝
の
開
筵
状
況
は
」
ど
う
で
す
か
。「
ど

ち
ら
も
均
等
に
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
51
件
、「
五
重
相
伝
の

ほ
う
が
多
い
」
と
い
う
の
が
31
件
、「
授
戒
会
の
ほ
う
が
多
い
」
と

い
う
の
が
５
件
、「
無
回
答
」
が
４
件
で
し
た
。

　

こ
れ
も
見
て
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り
の
と
お
り
、「
授
戒
会
の
ほ

う
が
多
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
非
常
に
特
異
な
例
で
し
た
。
先
ほ
ど
、

授
戒
し
か
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
青
森
の
４
件
と
、
も
う
１
件
、
実

は
滋
賀
の
お
寺
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
㉗
授
戒
会
と
五
重
相
伝
の
順
序
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
設

問
で
す
。「
授
戒
会
を
受
け
て
か
ら
五
重
相
伝
を
受
け
る
の
が
望
ま

し
い
」
が
34
件
、「
五
重
相
伝
を
受
け
て
か
ら
授
戒
会
を
受
け
る
の

が
望
ま
し
い
」
が
９
件
、
そ
し
て
「
授
戒
会
と
五
重
相
伝
は
そ
れ
ぞ

れ
の
意
義
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
順
番
は
問
わ
な
い
」
と
い
う
の
が
一

番
多
く
て
40
件
、
そ
の
他
７
件
、

無
回
答
１
件
と
あ
り
ま
す
。

　

授
戒
会
と
五
重
相
伝
の
関
連

に
つ
い
て
は
㉘
に
ご
意
見
も
書

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
に
関
し
て
ご
意
見
を
読
み

な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

最
初
に
、「
１
、
授
戒
会
を
受

け
て
か
ら
五
重
相
伝
」
と
い
う

方
の
ご
意
見
に
は
こ
ん
な
こ
と

㉔出仕僧（執
り持ち）への
法礼は？

法礼なし 27
1 万円未満　 3
1 万円以上�3 万円未満 15
3 万円以上�5 万円未満 9
5 万円以上�10 万円未満 15
10 万円以上�20 万円未満 11
20 万円以上 3
無回答 8
計 91

㉕定期的に五
重相伝会を行
なっている
か？

（　）年ごとに行ってい
る 62

行っていない 11
今後行っていくつもり 6
その他 6
無回答 6
計 91

括弧内

5年未満 4
5 ～ 7 年ごと 12
8 ～ 10 年ごと 25
11 ～ 15 年ごと 7
16 ～ 20 年ごと 9
21 年以上 3
不明 2
計 62

㉖授戒会と五
重相伝会の開
筵状況は？

どちらも均等に行って
いる 51

五重相伝会の方が多い 31
授戒会の方が多い 5
無回答 4
計 91
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⑰贈戒牒・贈
授戒などの金
額

3千円 3
～ 4千円 1
～ 5千円 5
～ 1万円 5
～ 2万円 4
～ 3万円 8
～ 4万円 6
～ 5万円 20
～ 6 万円 1
～ 7万円 1
～ 8万円 4
～ 10 万円 3
13 万円 1

⑱総収入はど
の位？

100 万円未満 4
100 万円以上�300 万円未満 14
300万円以上�500万円未満　 22
500 万円以上�700 万円未満 21
700 万円以上�1000 万円未満�� 11
1000 万円以上�1500 万円未満 12
1500 万円以上�2000 万円未満 1
2000 万円以上 1
無回答 5
計 91

⑲総支出はど
の位？

100 万円未満 0
100 万円以上�300 万円未満 20
300万円以上�500万円未満　 27
500 万円以上�700 万円未満 18
700 万円以上�1000 万円未満�� 15
1000 万円以上�1500 万円未満 3
1500 万円以上�2000 万円未満 3
2000 万円以上 0
無回答 5
計 91

⑳収支の結果
は？

収支ゼロ 20
黒字 51
赤字 16
無回答 4
計 91

㉑伝戒師への
法礼は？

法礼なし 45
10 万円未満　 2
10 万円以上�20 万円未満 2
20 万円以上�30 万円未満 2
30 万円以上�40 万円未満 1
40 万円以上�50 万円未満 6
50 万円以上�70 万円未満 11
70 万円以上�100 万円未満 5
100 万円以上 9
無回答 8
計 91

㉒説戒師（勧
誡師）への法
礼は？

法礼なし 4
10 万円未満　 0
10 万円以上�20 万円未満 1
20 万円以上�30 万円未満 7
30 万円以上�40 万円未満 8
40 万円以上�50 万円未満 13
50 万円以上�70 万円未満 31
70 万円以上�100 万円未満 17
100 万円以上 4
無回答 6
計 91

㉓回向師への
法礼は？

法礼なし 7
10 万円未満　 2
10 万円以上�20 万円未満 15
20 万円以上�30 万円未満 11
30 万円以上�40 万円未満 18
40 万円以上�50 万円未満 15
50 万円以上�70 万円未満 10
70 万円以上�100 万円未満 1
100 万円以上 0
無回答 12
計 91
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が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
一
部
を
読
ん
で
参
り
ま
す
。

　

１
―１
、
授
戒
会
で
正
式
な
仏
教
徒
と
な
り
、
五
重
相
伝
の
初
重

「
機
」
と
つ
な
げ
た
い
。

　

１
―３
、
浄
土
門
は
大
乗
仏
教
、
持
戒
は
大
前
提
で
あ
る
。
し
か

し
往
生
行
は
念
仏
。
懺
悔
・
滅
罪
の
た
め
念
仏
は
大
切
で
あ
り
五
重

で
き
ち
ん
と
伝
え
る
べ
き
。
つ
ま
り
、
順
番
を
授
戒
、
五
重
と
す
る

の
は
そ
う
い
う
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

１
―６
、
授
戒
会
は
み
ず
か
ら
の
行
動
を
反
省
す
る
機
会
。
五
重

を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
足
が
か
り
、
と
い
う
ご
意
見
。
授
戒
は

五
重
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
足
が
か
り
、
五
重
相
伝
を
受
け
る

意
思
を
強
く
持
つ
よ
う
に

な
る
か
ら
、
授
戒
が
先
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

１
―７
、
授
戒
の
３
日

間
を
体
験
し
て
も
ら
い
、

五
重
の
５
日
間
を
受
け
て

い
た
だ
く
。
授
戒
で
自
分

と
い
う
も
の
を
確
認
し
て
、

五
重
で
そ
ん
な
私
が
救
わ

れ
る
と
説
く
。
だ
か
ら
授

戒
が
先
、
３
日
間
の
ほ
う
が
受
け
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
「
２
．五
重
相
伝
を
受
け
て
か
ら
授
戒
会
」
に
つ
い
て
の
ご

意
見
は
４
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
最
初
と
終
わ
り
だ
け
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

２
―１
、
ま
ず
五
重
相
伝
を
受
け
て
、
そ
の
６
年
後
に
復
習
を
兼

ね
て
授
戒
を
受
け
て
い
た
だ
く
。
そ
し
て
戒
名
を
２
字
追
加
す
る
。

　

２
―４
、
本
来
は
授
戒
を
先
に
受
け
た
ほ
う
が
受
者
に
と
っ
て
合

理
的
だ
が
、
現
実
に
は
授
戒
を
受
け
て
五
重
を
受
け
る
人
は
例
外
的

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
五
重
の
ウ
ェ
イ
ト
は
大
き
く
、
授
戒
は
必
要
性

が
理
解
さ
れ
な
い
。

　

こ
れ
は
お
檀
家
さ
ん
に
理
解
さ
れ
な
い
の
か
、
そ
の
地
域
で
理
解

さ
れ
て
い
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
的
に
は
五
重
の

ほ
う
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
五
重
を
受
け
て
か

ら
の
授
戒
へ
と
、
ス
タ
イ
ル
と
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
ご
意
見
で
し
た
。

　
「
３
．順
番
は
問
わ
な
い
」
と
い
う
ご
意
見
で
す
が
、
３
―
１
、
車

の
両
輪
、
鳥
の
両
翼
の
譬
え
の
通
り
で
す
。
こ
れ
は
一
般
的
な
意
見

で
す
ね
。

　

３
―４
、
授
戒
会
は
仏
教
徒
と
し
て
の
方
向
を
示
し
、
念
仏
の
助

業
と
し
、
五
重
は
浄
土
宗
の
教
え
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
主
を
置

く
。

㉗授戒会と五
重相伝会の順
序をどう考え
る？

１．授戒会を受けてか
ら五重相伝会を受ける
のが望ましい

34

２．五重相伝会を受け
てから授戒会を受ける
のが望ましい

9

３．授戒会と五重相伝
会にはそれぞれの意義
があるから順番は問わ
ない

40

４．その他 7
無回答 1
計 91
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→　１．授戒会を受けてから五重相伝
1―1 授戒会で正式な仏教徒となり、五重相伝の初重「機」とつなげたい。（兵庫）
1―2 原則、授戒を受けてから五重を受けてもらう。（滋賀）
1―3 浄土門は大乗仏教、持戒は大前提。しかし往生行は念仏。懺悔・滅罪の為、念仏は大切であ

り五重できちんと伝えるべき。（埼玉）
1―4 授戒会は仏教全般を含めて初級入門、五重相伝は浄土宗の真髄。（尾張）
1―5 授戒会にて仏教徒としての生活規範を身につけてもらい、しかしながら、戒を守れない者も

救われる念仏相伝の五重と位置づけている。（奈良）
1―6 授戒会は自らの行動を反省する機会。五重を受けていただくための足がかり。五重相伝を受

ける意思を強く持つ様になる。（滋賀）
1―7 授戒の 3日間を体験してもらい、五重の 5日間を受けていただく。授戒で自分というものを

確認して、五重でそんな私が救われると説く。（大阪）

→　２．五重相伝を受けてから授戒会
2―1 まず五重相伝を受けて、その 6年後に復習を兼ねて授戒を受けていただく。そして戒名を 2

字追加する。（奈良）
2―2 戒名授与の関係で五重を先に受けて頂き、のち授戒にて道号を授けるようにしている。基本

的に授戒会受者は五重相伝受者のみ。（大阪）
2―3 五重相伝は 6年～ 10 年に開く。基本的には五重相伝を受けられた方に授戒会を受けてもら

う。（大阪）
2―4 本来は授戒を先に受けた方が受者にとって合理的だが、現実には授戒を受けて五重を受ける

人は例外的。それ程五重のウェイトは大きく、授戒は必要性が理解されない。（奈良）

→　３．順番は問わない
3―1 車の両輪、鳥の両翼の譬えの通りです。（富山）
3―2 授戒会は佛教入門、五重相伝は浄土宗への入信。（滋賀）
3―3 授戒会は信仰の器であり、五重相伝会は信仰の内容。（大分）
3―4 授戒会は仏教徒としての方向を示し、念仏の助業とし、五重は浄土宗の教え、念仏を称える

事に主をおく。（奈良）
3―5 授戒会は仏教徒としての自覚を、五重は浄土宗檀信徒としての自覚を、両方を通して念仏信

仰の生活に入って頂く。（宮城）
3―6 授戒会－人生とは、人間とは、生き甲斐とは。五重相伝会－浄土宗の教え。（大阪）
3―7 授戒会で浄土宗信徒としての日常生活の生き方を、五重で浄土宗の信徒としての信仰と教養

を身につけていただく。（宮城）
3―8 若いとき授戒（青壮年対象）。年輩になって五重（壮・老年対象）。（伊賀）
3―9 授戒会は若者、五重相伝は定年前後。（滋賀）

→　４．その他
4―1 「授戒会が先」が望ましいが、受けられる時に受けられるものを受ける。（滋賀）
4―2 本来「授戒が先」であるが、開筵のタイミングで五重からという方もある。（京都）
4―3 今回 90 年ぶりに授戒会を開筵した。五重がメインで、授戒は軽視されている。（奈良）
4―4 両方受けて頂くのがベスト。（どちらが先と言うより）ご縁のある時に受けて頂く。（大阪）
4―5 「授戒が先」と言いたいところだが、檀家にとって滅多にない縁と考えれば五重相伝を優先

する。五重が先の場合、念仏しかないと受け取っていただき、それをきちんと習慣づけるた
めに授戒会を受ける。授戒が先の場合、仏道を歩む大切さを身につけて、それは念仏しかな
い、と関連づける。（長崎）

㉘五重相伝と授戒会をどのように関連づけているか？（文面は一部意訳）
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と
い
う
こ
と
で
、
五
重
も
授
戒
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
が
あ
る
か

ら
、
組
み
あ
わ
せ
て
考
え
な
く
て
も
、
別
の
行
事
と
し
て
行
っ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
３
―８
と
９
は
、「
順
番
は
問
わ
な
い
」
に
回
答
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
お
答
え
を
読
み
ま
す
と
、
若
い
と
き
授
戒
（
青
・
壮

年
対
象
（、
年
輩
に
な
っ
て
五
重
（
壮
・
老
年
対
象
（
と
い
う
ふ
う

に
書
い
て
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
読
む
と
授
戒
が
先
と
い
う
意
味
の
よ

う
に
も
と
ら
え
ま
す
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

３
―９
も
同
じ
で
す
。
授
戒
会
は
若
者
、
五
重
相
伝
は
定
年
前
後

と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
４
．そ
の
他
」
で
す
が
、
４
―１
を
読
み
ま
す
と
、「
授
戒
会
が

先
」
が
望
ま
し
い
が
、
受
け
ら
れ
る
時
に
受
け
ら
れ
る
も
の
を
受
け

る
。
現
実
的
に
は
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
っ
た
時
か
ら
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
意
見
な
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
開
筵
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
五
重
か
ら
受
け
て
も
ら
っ
て
も
い
い
の
だ
と
。

　

最
後
、
４
―５
、「
授
戒
が
先
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
檀
家

に
と
っ
て
滅
多
に
な
い
縁
と
考
え
れ
ば
五
重
相
伝
を
優
先
す
る
。
五

重
が
先
の
場
合
、
念
仏
し
か
な
い
と
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ

を
き
ち
ん
と
習
慣
づ
け
る
た
め
に
授
戒
会
を
受
け
る
。
授
戒
が
先
の

場
合
、
仏
道
を
歩
む
大
切
さ
を
身
に
つ
け
て
、
そ
れ
は
念
仏
し
か
な

い
と
関
連
づ
け
る
、
と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
「
そ
の
他　

ご
意
見
欄
」
に
も
た
く
さ
ん
お
書
き
い
た
だ

い
た
の
で
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
、
そ
の
う
ち
幾
つ
か
を
紹

介
い
た
し
ま
す
。

　

Ａ
、
戒
と
念
仏
を
し
っ
か
り
と
関
連
づ
け
た
こ
と
と
、
差
定
や
儀

式
等
、
な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
に
す
る
事
を
心
掛
け
ま
し
た
。
浄
土
宗

は
円
頓
戒
、
そ
れ
は
能
化
に
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
在
家
信
者

に
対
し
て
は
帰
敬
式
程
度
の
三
帰
戒
で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

分
、
日
課
誓
約
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
知
機
の
部
分
を
し
っ
か
り
説

い
た
ほ
う
が
効
果
的
だ
と
思
い
ま
し
た
、
と
い
う
ご
意
見
。

　

Ｄ
、
昨
今
の
不
景
気
な
時
代
世
相
の
中
で
、
５
日
間
も
会
社
な
ど

を
休
む
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
な
現
実
。
日
数
短
縮
を
望
む
。
授
戒

会
に
お
い
て
以
前
に
は
懺
悔
道
場
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
授
戒
会
こ

そ
懺
悔
道
場
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
強
く
、
五
重
の
暗

夜
か
ら
形
を
変
え
て
授
戒
会
で
も
懺
悔
道
場
を
行
う
寺
が
多
く
な
っ

た
。
こ
れ
は
滋
賀
で
す
。

　

次
の
Ｅ
、
以
前
か
ら
部
内
で
は
７
日
五
重
が
当
然
と
し
て
長
年
に

わ
た
り
各
寺
院
で
勤
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
近
年
社
会
の
風
潮
か

ら
５
日
五
重
を
勤
め
る
寺
院
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
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A

戒と念仏をしっかりと関連付けたことと、差定や儀式等なるべくシンプルにする事を心掛け
ました。浄土宗は円頓戒、それは能化には必要だと思いますが、在家信者に対しては帰敬式
程度の三帰戒で十分だと思います。その分、日課誓約をするのであれば、知機の部分をしっ
かりと説いたほうが効果的だと思いました。（埼玉）

B 剃度式、懺悔会有りの授戒会をしましたが、もし、今後行う時は道場は正授戒だけにして、
日課授与もひかえ、「戒」を伝えることに徹したいと思います。（長野）

C 日曜学校・子ども会が 50 年余りつづいており、寺院・経典に親しむ青年が多いことが授戒が
できる背景にある。（伊賀）

D

昨今の不景気な時代世相の中で、5日間も会社等を休むことがなかなか困難な現実。日数短
縮を望む。授戒会において以前には懺悔道場をもたなかったが、授戒会こそ懺悔道場を持つ
べきであるという意見が強く、五重の暗夜から形を変えて授戒会でも懺悔道場を行う寺が多
くなった。（滋賀）

E

以前から部内では 7日五重が当然として長年にわたり各寺院でつとめて参りましたが、近年
社会の風潮から 5日五重をつとめる寺院が出て参りました。しかしながら 7日とする考えも
強く従来のものを崩せないという力と、一方では授戒をせよと云う力の中で迷いに迷って、
受者達にも 7日の線を崩さずに納得してもらう形で、前 3日を授戒と後 5日を五重としまし
た。～　尚、今回の経験から授戒と五重は別にする方がよいと思いました。（滋賀）

F
授戒会については、現代の社会のあり方を鑑み青年層にも広めて行く必要がある。つまり、
「自戒」の精神を早い時期に植え付け、ともすれば自己中心的わがままがまかり通る今の社会
を正すために必要と思われる。（滋賀）

G
授戒会・五重相伝ともに平日は 18 時より、休日は午前もしくは午後より実施。サラリーマン
でも少し帰宅時間を調整してもらって出席できるよう配慮し、出席状況が半分以下だった場
合は冥加料を返金する。（滋賀）

H
伝巻に関して、自作する寺院が多く問題視すべきだと思う。釈迦の軸を本尊前にかけて、御
本尊を隠してしまう寺院があるが、それも問題。当山は釈迦は位牌で本尊前におまつりす
る。（奈良）

I 現在の世相をみる時、授戒会の必要性はいよいよ高まっているといえる。さもなければ社会
の混乱は深まり、人心の荒廃はひどくなり、幸福が薄くなるばかりの時代となる。（奈良）

J
かつては授戒も五重も 5日間でしたが、今般初めて 3日間で開きました。勧誡は時間不足を
感じました。いつも「戒体発得」作法等、現代人に素直に受け入れられるか不安を抱えなが
ら開いています。今後は五重中心になるのではなかろうか？（大阪）

K 檀家数 100 軒程度の寺にとって、受者勧誘はむづかしくなると思います。今後は五重相伝中
に中 2日授戒会を含んで開筵しようかと思っています。（大阪）

L 本心、檀家さんにとって、五重と授戒の違いはわからないと思います。（大阪）

M
当地域は五重・授戒の盛んな所であり、伝統的に続いてきたが、少子化・高齢化・別居家庭
の増加等で、近年どの寺でも受者集めに苦労している。受者が 10 人以下になり開筵を中止し
た寺院もある。将来が心配。（大阪）

N 戦後の人間生活に道徳が軽んじられてきた事を感じ、宗門に於いても、我が寺に於いても、
授戒会開筵なしの現状にいささか不満を感じ、今回に至りました。（長崎）

O
広く仏縁を結ぶためには、授戒会は大変有効だと感じます。やはり、五重と授戒の両輪であ
るべきだと考えますが、現代に則した新しい形式を一宗の方針として打ち出して下さると五
重も授戒も開筵が増えると思います。（大分）

その他　ご意見欄より紹介（文面は一部意訳）
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ら
７
日
と
す
る
考
え
も
強
く
、
従
来
の
も
の
を
崩
せ
な
い
と
い
う
力

と
、
一
方
で
は
授
戒
を
せ
よ
と
い
う
力
の
中
で
迷
い
に
迷
っ
て
、
受

者
た
ち
に
も
７
日
の
線
を
崩
さ
ず
に
納
得
し
て
も
ら
う
形
で
、
前
の

３
日
を
授
戒
、
後
の
３
日
を
五
重
と
し
ま
し
た
。
云
々
。
な
お
、
今

回
の
経
験
か
ら
授
戒
と
五
重
は
別
に
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
し

た
、
と
あ
り
ま
す
。

　

Ｇ
、
授
戒
会
、
五
重
相
伝
と
も
に
平
日
は
18
時
よ
り
、
休
日
は
午

前
も
し
く
は
午
後
よ
り
実
施
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
少
し
帰
宅
時
間

を
調
整
し
て
も
ら
っ
て
出
席
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
出
席
状
況
が

半
分
以
下
だ
っ
た
場
合
は
冥
加
料
を
返
金
す
る
、
と
い
う
ご
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。

　

Ｈ
、
伝
巻
に
関
し
て
、
自
作
す
る
寺
院
が
多
く
、
問
題
視
す
べ
き

だ
と
思
う
。
釈
迦
の
軸
を
本
尊
前
に
か
け
て
、
ご
本
尊
を
隠
し
て
し

ま
う
寺
院
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
問
題
。
当
山
は
、
釈
迦
は
位
牌
で
本

尊
前
に
お
ま
つ
り
す
る
。

　
Ｊ
、
か
つ
て
は
授
戒
も
五
重
も
５
日
間
で
し
た
が
、
今
般
初
め
て

３
日
間
で
開
き
ま
し
た
。
勧
誡
は
時
間
不
足
を
感
じ
ま
し
た
。
い
つ

も
「
戒
体
発
得
」
作
法
等
、
現
代
人
に
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か

不
安
を
抱
え
な
が
ら
開
い
て
い
ま
す
。
今
後
は
五
重
中
心
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
？

　

Ｌ
、
本
心
、
檀
家
さ
ん
に
と
っ
て
、
五
重
と
授
戒
の
違
い
は
わ
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

Ｎ
、
戦
後
の
人
間
生
活
に
道
徳
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
事
を
感
じ
、

宗
門
に
於
い
て
も
、
我
が
寺
に
於
い
て
も
、
授
戒
会
開
筵
な
し
の
現

状
に
い
さ
さ
か
不
満
を
感
じ
、
今
回
に
至
り
ま
し
た
。

　

最
後
、
Ｏ
、
広
く
仏
縁
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
授
戒
会
は
大
変
有
効

だ
と
感
じ
ま
す
。
や
は
り
、
五
重
と
授
戒
の
両
輪
で
あ
る
べ
き
だ
と

考
え
ま
す
が
、
現
代
に
則
し
た
新
し
い
形
式
を
一
宗
の
方
針
と
し
て

打
ち
出
し
て
下
さ
る
と
、
五
重
も
授
戒
も
開
筵
が
増
え
る
と
思
い
ま

す
、
と
い
う
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
実
際
に
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
開
筵
の
日
程
表
を
三
例
挙

げ
て
お
き
ま
し
た
。（
表
４
参
照
（

　

左
上
は
、
関
西
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
普
通
の
例
で
す
が
、
道
場

は
正
授
戒
だ
け
で
す
。
右
上
は
関
東
で
開
筵
さ
れ
た
例
で
す
が
、
関

東
の
場
合
は
剃
度
も
懺
悔
も
正
授
戒
も
だ
い
た
い
皆
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

下
は
特
殊
開
筵
例
と
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
ご
意
見
で
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
６
時
半
以
降
で
平
日
行
い
、
日
曜
日
だ
け
は
２
時
、
そ
れ

で
も
２
時
と
遅
い
で
す
ね
。
要
す
る
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
帰
れ
る

ぐ
ら
い
の
時
間
で
授
戒
会
を
開
い
た
と
い
う
例
で
し
て
、
特
徴
的
だ
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っ
た
の
で
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
五
重
相
伝
と
授
戒
会
の
位
置
づ
け
で
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご
意
見
を
受
け
て
と
い
う
こ
と
で
、
今
お
読
み
し

た
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
り
が
た
く
頂
戴
し
、
私
な

り
の
ま
と
め
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
江
戸
末
期
、
明
治
期
に
活
躍

さ
れ
た
北
条
的
門
上
人
が
授
戒
会
勧
誡
録
『
普
通
圓
戒
辨
釈
』
と
い

う
書
籍
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
序
文
を
写
し
た
も
の
で
す
が
、

「
授
戒
は
制
教
に
し
て
誡
門
な
り
。
五
重
は
化
教
に
し
て
勧
門
な
り
。

ま
た
授
戒
は
仏
法
の
通
法
、
五
重
は
浄
土
の
別
法
な
れ
ば
、
法
門
の

筋
道
、
大
い
に
差
別
あ
り
」
と
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
的
門

さ
ん
の
お
言
葉
で
す
と
、
五
重
と
授
戒
は
法
門
の
筋
道
と
し
て
別
の

も
の
で
あ
る
と
。
い
わ
ゆ
る
ど
っ
ち
が
先
云
々
で
は
な
く
て
、
全
く

別
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
を
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
「
誡
門
」、
誡
め
の
門
と
「
勧
門
」、
こ
こ
で
は
念
仏
を
勧
め

る
門
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
そ
の
的
門
上
人
が
直
接
師
事
を
さ
れ

て
い
た
大
日
比
三
師
の
法
洲
上
人
『
講
説
大
意
』
に
は
「
浄
教
講
説

の
肝
要
は
、
勧
誡
二
門
の
策
略
に
あ
り
。
も
し
勧
門
に
偏
な
れ
ば
、

一
念
義
の
ご
と
く
本
願
に
誇
り
て
悪
無
過
の
邪
見
に
堕
し
、
も
し
誡

門
に
偏
な
れ
ば
、
聖
道
偏
信
の
徒
の
ご
と
く
、
超
世
本
願
の
講
説
は
、

勧
門
七
八
分
に
誡
門
二
三
分
を
加
説
す
る
な
り
」
と
、
一
部
抜
粋
し

ま
し
た
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
浄
土
宗
の
教
え
を
体
系
づ
け
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
浄
土
宗
の
布
教
と
い
う
の
は
「
勧
門
」、「
誡
門
」
二
門
の

策
略
、「
勧
」
つ
ま
り
お
念
仏
を
勧
め
る
お
話
、
そ
し
て
「
誡
」、
悪

行
を
誡
め
る
、
も
っ
と
言
え
ば
、
お
の
れ
自
身
の
存
在
を
見
直
し
、

誡
め
る
お
話
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
七
割
、
三
割
く
ら
い
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
よ
う
な
ご
意
見
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
勧
誡
師
と
い
う
、
そ
の
勧

誡
と
い
う
呼
び
名
も
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
念
仏

を
勧
め
、
お
の
れ
を
誡
め
る
お
話
が
浄
土
宗
の
布
教
師
イ
コ
ー
ル
勧

誡
師
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
摂
取
門
、

抑
止
門
と
か
、
あ
る
い
は
大
正
大
学
、
曽
根
先
生
の
言
葉
で
す
が
、

法
然
上
人
の
み
教
え
は
「
規
範
性
と
寛
容
性
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
」

に
あ
る
。
そ
れ
を
説
く
の
が
浄
土
宗
の
布
教
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
法

道
場
が
ま
さ
に
授
戒
会
と
五
重
相
伝
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
、

ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
明
日
は
授
戒
会
の
説
戒
に
関
す

る
管
見
と
し
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
「『
性
無
作
の
仮
色
』
を
仏
性
と
断
言
し
て
い
い
の
か
？
」
と
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時間 初日 第２日目 第３日目
5月 3日（祝） 5月 4日（祝） 5月 5日（祝）

7:30 集　合

8:00 入行書院式

8:30 休　憩 集　合 集　合
8:45 調読・入堂 調読・入堂 調読・入堂
9:00 開白法要 晨朝法要 晨朝法要

9:30 説　戒　1
（60 分）

説　戒　5
（60 分）

説　戒　9
（60 分）

10:30 休　憩 休　憩 休　憩
10:45 説　戒　2

（60 分）
説　戒　6
（60 分）

説　戒　10
（60 分）

11:45 日中・半斎 日中・半斎 日中・半斎
12:10 昼食 ･休憩 昼食 ･休憩 昼食 ･休憩

13:00 回向・礼拝 回向・礼拝

正授戒
13:30 説　戒　3

（60 分）
説　戒　7
（60 分）

14:30 休　憩 休　憩
14:50 説　戒　4

（60 分）
説　戒　8
（60 分）

写真・休憩
お礼礼拝

15:50 日没法要 日没法要 成満式・散会

16:30 解　散 解　散

関西　開筵例　説戒（60 分）× 10 席

時間 初日 第２日目 第３日目 時間5月 3日（祝） 5月 4日（祝） 5月 5日（祝）
8:30 受　付 受　付 受　付 8:30

9:00 開白法要 晨朝法要 晨朝法要 9:00

10:00 勧　誡　1
（50 分）

勧　誡　5
（50 分）

勧　誡　9
（50 分）

10:00

10:50 休　憩 休　憩 休　憩 10:50
11:00 勧　誡　2

（50 分）
勧　誡　6
（50 分）

勧　誡　10
（50 分）

11:00

11:50 日中（回向）
半　斎

日中（回向）
半　斎

日中（回向）
半　斎

11:50

12:20 昼食 ･休憩 昼食 ･休憩 昼食 ･休憩 12:20

13:10 勧　誡　3
（50 分）

勧　誡　7
（50 分）

正授戒

13:10

14:00 休　憩 休　憩
14:10 勧　誡　4

（50 分）
勧　誡　8
（50 分）

15:00 休　憩 休　憩 写真・休憩 15:00
15:20

剃度式 懺悔会
成満会 15:30

16:30 受者解散 受者解散 受者解散 16:30

17:00 日没法要 日没法要 日没法要 17:00
　　　　※　日没法要は受者の参加無し。

関東　開筵例　勧誡（50 分）× 10 席

時間
初日 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目 第６日目

時間11 月 17 日 11 月 19 日 11 月 19 日 11 月 20 日 11 月 21 日 11 月 22 日
（水） （木） （金） （土） （日） （月）

2:00 入堂・勤行 2:00
2:30 説　戒　７

（60 分）
2:30

3:30 小休・回向 3:30
4:00

剃度式
4:00

6:00 写真・夕食 6:00
6:30 入堂・勤行 入堂・勤行 入堂・勤行 入堂・勤

行・回向
6:30

7:00 足揃え式 説　戒　1
（60 分）

説　戒　3
（60 分）

説　戒　5
（60 分）

7:00
説　戒　8
（60 分）

正授戒

7:30
8:00 小　休 小　休 小　休 8:00
8:10 回　向 回　向 回　向
8:30 説　戒　2

（60 分）
説　戒　4
（60 分）

説　戒　6
（60 分）

回　向
退　堂

9:30 退　堂 回　向 回　向 回　向 お礼礼拝 9:30
10:00 退　堂 退　堂 退　堂 退　堂 10:00

特殊開筵例　説戒（60 分）× 8席

表 4
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い
う
声
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
宮
林
台
下
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が

「
念
戒
一
致
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
あ
た
り
の
言
葉
に
何
か
非
常

に
反
応
さ
れ
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
も
皆
様
の
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

ま
た
明
日
そ
れ
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
仏
性
だ
、
念
戒
一
致
だ
と
い
う
こ
と
は
枝
葉
末
節
で
、

理
屈
は
ど
う
で
も
い
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
が
、
せ
っ
か
く
の
こ
う
い
う
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
論
点
に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ

り
が
た
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。（
拍
手
（。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
藤
先
生
に
は
、
現
在
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
布
教
研
究
班
で
進
め
て
い
ま
す
、
特
に
授
戒

会
を
厳
修
さ
れ
た
法
要
奉
修
寺
院
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
き

ま
し
て
、
詳
細
に
私
ど
も
に
ご
指
導
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
近
世
の
的
門
上
人
や
法
洲
上
人
な
ど
の
説

示
を
踏
ま
え
て
五
重
相
伝
と
授
戒
会
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
貴
重
な

ご
提
言
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
明
日
、
こ
の
続
き
を
頂
戴
す

る
予
定
で
す
。

　

そ
れ
で
は
引
き
続
き
ま
し
て
、
法
式
教
師
会
、
西
城
先
生
か
ら

「
結
縁
授
戒
会
と
帰
敬
式
の
変
遷
」
と
題
し
て
ご
報
告
を
頂
き
ま
す
。

西
城
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

西
城　

法
式
教
師
会
の
西
城
で
す
。

　

平
成
21
年
に
、「
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

後
藤
先
生
と
一
緒
に
お
話
を
し
ま
し
た
。
昨
年
の
学
術
大
会
で
は
懺

悔
会
に
関
す
る
発
表
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
教
化
儀
礼
と
し
て
、
儀
礼
を
通
し
て
教
化
の
実
際
を

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
方
法
論
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り

を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
パ
ネ
ラ
ー
の
推

薦
を
受
け
ま
し
た
。

　
　

授
戒
会
の
変
遷

　

授
戒
会
の
定
義
と
し
て
は
、「
信
仰
の
内
容
を
整
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
念
仏
信
仰
に
命
を
与
え
、
実
践
し
て
い
く
力
を
養
い
、
念

仏
生
活
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
も
の
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
平
成

19
年
の
教
学
局
長
の
答
弁
で
す
。

　

授
戒
会
は
釈
尊
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
戒
法
を
伝
戒
師
が
伝
え
る

式
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
結
縁
授
戒
は
法
度
等
に
規
定
が
な
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　
『
浄
土
宗
法
度
』
の
第
３
条
に
は
碩
学
衆
の
円
戒
伝
授
の
と
き
に
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は
道
場
の
規
式
を
調
え
て
行
い
な
さ
い
、
修
学
５
年
に
し
て
五
重
を

受
け
、
さ
ら
に
10
年
を
た
っ
て
か
ら
、
宗
脈
の
と
き
に
円
頓
戒
が
授

け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
浅
学
衆
に
対
し
て
は
円
頓
戒
を
み
だ
り
に
授
け
て
は
い
け
な

い
と
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
檀
信
徒
に
は
円
頓
戒
を
授
け
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

第
４
条
に
、
在
家
の
人
に
五
重
を
し
て
血
脈
を
授
け
て
は
い
け
な

い
と
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
第
26
条
に
は
結
縁
の
た
め
に
十
念
を
授
け
る
こ
と
も
禁

止
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
血
脈
を
与
え
る
こ
と
は
法
賊
と
も
称
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
法
度
か
ら
見
ま
す
と
、
五
重
を
受
け
て
か
ら
円
頓
戒
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
法
然
上
人
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
ご
法
語
等

を
見
ま
す
と
、「
尼
女
房
達
に
示
す
御
詞
」
に
は
「
上
人
ま
ず
戒
を

さ
づ
け
ら
れ
、
そ
の
後
浄
土
の
法
門
を
述
べ
た
も
う
に
」（
昭
法
全

７
３
１
頁
（
と
あ
り
ま
す
。
ま
ず
授
戒
を
受
け
て
か
ら
五
重
相
伝
と

な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
後
藤
先
生
の
ど
ち
ら
を
先
に

受
け
る
か
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
い
い
の
か
は

伝
戒
師
の
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。

　

１
６
１
５
年
の
法
度
以
降
の
観
徹
上
人
、
信
冏
上
人
、
音
澂
上
人

の
授
戒
の
動
向
を
見
て
み
ま
す
。
結
縁
五
重
と
同
様
に
結
縁
授
戒
も

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

観
徹
上
人
は
享
保
５
年
に
、
常
福
寺
で
菩
薩
戒
を
弘
め
て
い
ま
す

し
、
ま
た
十
念
を
授
け
て
か
ら
日
課
を
授
け
て
い
ま
す
。

　

信
冏
上
人
は
十
善
戒
を
授
け
て
、
９
日
間
の
授
戒
で
４
５
２
人
も

授
け
て
い
ま
す
。
音
澂
上
人
は
代
官
所
の
役
邸
で
、
本
堂
以
外
で
授

戒
会
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
貞
極
上
人
、
関
通
上
人
等
も
授

戒
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
義
柳
上
人
は
、『
浄
土
戒
学
繊
路
』
と
い
う
本
で
、
化
他

五
重
の
授
与
、
五
重
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
結
縁
相
承
の
円
戒
授
与
に
関
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
と
問
う
て
い
ま
す
。

　

こ
の
結
縁
の
円
戒
授
与
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
は
余

り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
観
徹
上
人
、
忍
澂
上
人
、
義
山
上
人
、
慈
光

上
人
等
の
上
人
ら
が
授
与
し
て
い
る
こ
と
は
聞
き
及
ん
で
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
詳
細
の
作
法
は
知
り
ま
せ
ん
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

当
の
義
柳
上
人
は
三
聚
浄
戒
と
か
十
重
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

て
、
廃
悪
の
心
を
勧
め
て
い
ま
す
。

　
「
竪
の
方
を
結
縁
相
承
の
戒
脈
と
称
し
、
横
の
方
を
学
生
相
承
の
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戒
脈
と
称
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
竪
の
戒
脈
を
授
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
義
柳
上
人
は
古
本
戒
儀
に
よ
っ
て
結
縁

相
承
の
円
戒
を
弘
通
す
る
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
黒
谷
古
本
に
よ

っ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
浄
土
宗
の
伝
宗
伝
戒
道
場
で
は
、
円
頓
戒
の
伝
巻
の

中
身
は
、
竪
・
横
・
許
可
で
す
。
竪
横
許コ

カ可
の
三
通
を
我
々
は
相
承

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
縁
五
重
と
同
様
に
法
度
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
縁
授
戒
で
血
脈
を
授
け
た
り
、
結
縁
の

た
め
に
行
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
結
縁
授
戒
は
五
重
に
対
し
て
余

り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
人
と
し
て
の
生
き
方
を
説
く
の

で
、
法
度
等
に
も
書
か
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
６
年
４
月
、
宗
務
局
（
増
上
寺
の
塔
頭
の
宝
珠
院
の
と
こ
ろ

に
宗
務
局
が
置
い
て
あ
っ
た
（
は
、
諸
国
浄
土
宗
寺
院
に
授
戒
会
の

修
行
僧
の
取
り
締
ま
り
令
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

結
縁
授
戒
の
伝
戒
師
と
な
る
な
ら
ば
、
ま
ず
自
身
は
そ
の
器
た
る

か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
昔
は
五
徳
全
備
の
僧
で

な
け
れ
ば
戒
師
の
勤
め
が
で
き
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
宮
林

台
下
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
五
徳
と
い
う
も
の
で
す
。
末
世
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
人
は
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
主
催
す
る
寺
院

は
持
戒
堅
固
な
人
で
、
心
行
と
も
に
修
行
の
積
ん
だ
僧
侶
を
推
挙
し

て
授
戒
を
執
行
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
ま
す
。
持
戒
堅
固
で
は
な
い

不
律
僧
が
授
戒
す
る
の
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
五
重
相
伝
も
同
様
に
如
法
に
修
行
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。

　

伝
聞
で
す
が
、
伝
灯
師
さ
ん
の
お
母
さ
ん
曰
く
、「
あ
ん
た
に
は

言
わ
れ
た
く
な
い
」
と
、
お
勤
め
を
し
て
い
な
い
伝
灯
師
さ
ん
が
お

念
仏
を
称
え
な
さ
い
、「
日
課
念
仏
若
干
遍
、
よ
く
持
つ
や
否
や
」

と
問
わ
れ
た
と
き
に
そ
う
思
っ
た
そ
う
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
伝
戒
師
た
る
人
は
授
戒
会
が
始
ま
る
前
、
精
進
潔
斎

す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
宮
林
昭
彦
台
下
の
ご
先
代
の
よ
う
に
、

始
ま
る
１
週
間
前
か
ら
き
ち
ん
と
お
酒
は
絶
つ
べ
き
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

五
徳
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
持
戒
・
十
臘
と
あ
り
ま

す
。「
伝
法
規
定
」
に
は
規
定
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
の

伝
戒
師
は
璽
書
伝
授
者
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

隆
円
上
人
の
『
吉
水
寫
瓶
訣
』
四
に
は
、
た
と
え
五
徳
を
具
せ
ざ

る
身
で
あ
っ
て
も
、
伝
教
の
師
と
な
っ
て
円
戒
を
伝
授
し
て
、
仏
祖

の
恩
徳
に
報
い
な
さ
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

明
治
政
府
は
王
政
復
古
の
号
令
の
も
と
に
、
祭
政
一
致
の
宗
教
政



─ 46 ─

策
を
と
り
、
神
道
を
国
教
と
し
て
神
仏
分
離
を
断
行
し
て
、
廃
仏
毀

釈
の
運
動
に
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
６
年
に
浄
土
宗
は
５
カ

条
の
説
教
師
の
心
得
を
「
説
教
規
則
」
と
し
て
、「
人
倫
の
道
に
配

し
て
、
五
戒
十
善
の
法
を
示
し
」
な
さ
い
と
通
達
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
明
治
５
年
に
神
道
国
教
施
策
と
し
て
「
三
条
の
教
則
」、

明
治
６
年
１
月
に
教
務
省
は
法
談
説
法
の
名
称
を
廃
し
、
説
教
と
称

し
て
ほ
し
い
ま
ま
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
ま
す
。「
説
教

規
則
」
に
基
づ
い
て
、
五
重
で
は
な
く
、
五
戒
十
善
戒
を
説
い
て
、

仏
教
と
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
浄
土
宗
の
宗
義
を
布
教
す
る

余
地
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
当
時
の
増
上
寺
は
、
明
治
６
年
４
月
に
増
上
寺
の
本
尊
様
は

台
徳
院
殿
の
御
霊
屋
に
移
さ
れ
て
し
ま
い
、
本
堂
に
は
天
照
大
神
等

の
神
様
を
大
殿
に
安
置
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
宗
務
局
は
、
授
戒

修
行
僧
の
取
り
締
ま
り
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

７
月
に
本
山
号
に
関
す
る
条
約
書
状
を
提
出
し
ま
し
て
、
増
上
寺

が
大
本
山
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
恩
院
な
ど
で
加
行
が
出
来
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

12
月
の
末
に
増
上
寺
大
殿
は
放
火
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
仏
教
・
浄
土
宗
の
教
え
を
説
く
こ
と
は
全
く
で
き
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
10
年
に
神
仏
合
併
大
教
院
の
解
散
に
よ
っ
て
、
布
教
が
出
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
初
期
は
江
戸
文
化
が
否
定
さ
れ
、
キ

リ
ス
ト
教
の
布
教
が
盛
ん
に
な
る
の
に
対
抗
し
て
、
仏
教
が
各
宗
派

合
同
で
布
教
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
７
０
０
年
御
忌
に
向
け

て
の
明
治
20
年
、
30
年
以
降
で
す
。

　

後
述
し
ま
す
が
、
懺
悔
会
に
関
す
る
写
本
も
こ
の
時
期
に
相
当
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
関
し
て
は
、『
浄
土
宗
布
教
伝
道
史
』
と
中
野
隆
元
師
の

『
本
山
布
教
の
活
躍　

第
二
編
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
増
上
寺
の

布
教
師
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
詳
し
く
明
治
の
７
０
０
年
の
御
忌

の
頃
の
布
教
師
と
い
ろ
い
ろ
な
街
頭
布
教
を
行
っ
た
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
す
の
で
、
一
読
し
て
い
た
だ
く
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　

懺
悔
会

　

伝
法
学
者
で
あ
る
鈴
木
霊
真
師
の
『
浄
土
伝
書
類
聚
目
録
』
に
は

『
浄
宗
伝
灯
提
耳
懺
』『
蓮
宗
信
入
籤
』
と
『
伝
書
類
聚
』
な
ど
を
始

め
、
伝
法
に
関
す
る
書
籍
を
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
懺
悔
会
に
関
す

る
記
載
が
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、『
諸
回
向
宝
鑑
』『
浄
土
宗
法

式
精
要
』『
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
』
に
も
懺
悔
会
に
関
す
る
記
述

は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

金
井
秀
道
師
の
『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』
は
、「
化
他
五
重
法
要
式
」
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と
い
う
項
目
で
懺
悔
会
に
関
す
る
記
述
が
最
初
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
こ
の
夜
は
一
層
身
心
清
浄
に
し
て
懺
悔
す
べ
し
。
道
場
無
灯
あ
た

か
も
黒
暗
の
如
く
な
ら
し
め
、
帳
読
し
て
受
者
１
人
ず
つ
入
堂
せ
し

め
」
云
々
が
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
式
の
名
称
は
書
か
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
懺
悔
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
出
版
は
明
治
27
年
で
す
。

　

明
治
28
年
に
、
京
都
教
区
の
観
音
寺
さ
ま
で
行
わ
れ
た
『
五
重
剃

度
式　

五
重
懺
悔
式
』
と
い
う
写
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
闇
夜

に
し
な
い
懺
悔
式
と
闇
夜
道
場
の
五
重
懺
悔
式
を
２
つ
の
式
を
書
い

て
い
ま
す
。
こ
の
観
音
寺
さ
ん
で
は
闇
夜
に
し
な
い
懺
悔
式
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
、
他
の
地
域
の
寺
院
で
は
闇
夜
道
場
の
式
と
称
し
て
道

場
を
暗
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
て
い
る

こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
懺
悔
式
と
称
し
て
い
ま

す
。

　

次
に
、
こ
れ
も
明
治
期
に
写
さ
れ
た
写
本
で
、『
剃
度
懺
悔
両
式

及
疏
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
式
も
常
灯
の
明
か
り
の
み

を
つ
け
て
、
導
師
が
入
堂
し
て
か
ら
受
者
が
無
言
入
堂
。
導
師
は
こ

の
儀
式
を
闇
夜
道
場
と
言
い
、
ま
た
懺
悔
の
道
場
と
も
言
う
と
い
い

ま
す
。
各
々
一
々
に
懺
悔
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
懺
悔
の
文

を
授
け
て
、
懺
悔
の
思
い
を
な
し
て
唱
え
よ
と
言
い
、
懺
悔
偈
を
３

回
唱
え
て
十
念
し
て
献
灯
す
る
式
で
す
。
三
毒
の
罪
を
懺
悔
す
る
式

で
す
。

　

次
に
『
懺
悔
秘
書
』
は
恐
ら
く
昭
和
初
期
の
も
の
で
す
が
、「
懺

悔
道
場
式
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
お
線
香
１
本
ず
つ
と
鉦
を
３
つ

打
つ
と
あ
り
、
道
場
の
由
来
と
か
広
懺
悔
を
点
読
し
た
り
、
略
懺
悔

の
文
と
十
念
し
て
献
灯
す
る
式
で
す
。
暗
説
は
し
て
い
ま
す
が
、
式

の
由
来
だ
け
で
あ
っ
て
、
口
伝
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

大
正
15
年
、
椎
尾
大
僧
正
が
建
中
寺
の
ご
住
職
だ
っ
た
と
き
に
懺

悔
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
椎
尾
大
僧
正
は
後
に
『
一
日
授
戒
』
と

い
う
本
で
、
お
授
戒
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
、
こ
れ
を

す
る
た
め
の
懺
悔
会
で
あ
り
、
ま
た
説
戒
の
席
で
し
た
と
書
い
て
あ

り
ま
す
か
ら
、
建
中
寺
の
懺
悔
会
と
い
う
の
は
授
戒
の
話
を
な
さ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

千
葉
秀
胤
師
は
『
授
戒
の
勤
め
方
』（『
浄
土
宗
布
教
全
書
』（
で

増
上
寺
方
式
の
結
縁
授
戒
を
ど
の
よ
う
に
勤
め
た
ら
よ
い
か
と
い
う

マ
ニ
ュ
ア
ル
本
を
著
し
て
い
ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
と
し
て
は
こ
の

活
字
化
し
た
も
の
が
初
め
て
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
22
年
の
『
増
上
寺
日
鑑
』
に
は
、
戦
災
で
本
堂
な
ど
が
焼
け

て
し
ま
っ
た
中
で
の
伝
宗
伝
戒
道
場
の
式
次
第
を
記
し
て
い
ま
す
。
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増
上
寺
の
懺
悔
会
の
変
遷
を
見
ま
す
と
、
千
葉
秀
胤
師
の
書
い
た
本

で
は
本
尊
前
で
焼
香
懺
悔
す
る
式
で
す
。
そ
し
て
22
年
の
日
鑑
で
は

懺
悔
文
を
奉
呈
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
椎
尾
大
僧
正
の
頃
か
ら
、
懺

悔
紙
を
梵
焼
す
る
と
い
う
式
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

増
上
寺
の
場
合
は
本
尊
前
の
内
陣
、
須
弥
壇
と
前
机
の
間
に
壇
を

設
け
て
尊
顔
を
拝
す
る
懺
悔
式
で
す
。

　

滋
賀
教
区
遠
忌
局
の
出
し
た
『
結
縁
五
重
相
伝
』（
昭
和
33
年
（

は
懺
悔
道
場
の
説
示
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
座
敷
式
に
は
東
照
神
君
、

懺
悔
式
で
は
懺
悔
道
場
説
示
と
あ
り
ま
す
。
式
名
は
懺
悔
式
で
あ
り

説
示
で
あ
っ
て
、
口
伝
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
『
新
訂　

浄
土
宗
法
要
集
』
は
、
平
成
２
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
授
戒
会
の
項
目
の
中
に
縁
山
式
の
懺
悔
会
が
初
め
て
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。

　

前
机
と
導
師
机
の
中
間
に
浄
梵
用
の
香
炉
を
用
意
し
、
道
場
内
を

消
灯
し
て
、
懺
悔
の
紙
を
燃
や
し
ま
す
。
浄
梵
用
の
香
炉
は
で
き
れ

ば
鉄
製
の
火
鉢
の
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

受
者
は
浄
紙
に
懺
悔
文
と
名
前
を
書
き
ま
す
。
中
に
は
そ
の
罪
の

こ
と
を
書
く
地
域
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
増
上
寺
で
は
、「
無
始
已

来
無
量
罪
」
と
い
う
懺
悔
偈
と
名
前
だ
け
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

各
自
が
道
場
内
に
持
参
し
て
、
合
掌
礼
拝
し
、
本
尊
前
で
焼
香
し

て
、
自
筆
懺
悔
紙
を
所
定
の
と
こ
ろ
に
置
き
ま
す
。
こ
の
間
摂
心
念

仏
を
行
っ
て
い
ま
す
。
広
懺
悔
を
訓
読
中
に
懺
悔
紙
を
浄
梵
し
ま
す
。

懺
悔
偈
十
念
を
称
え
ま
す
。「
阿
弥
陀
如
来
の
光
明
は
」
と
発
声
す

る
と
明
か
り
を
つ
け
る
式
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

増
上
寺
で
は
こ
の
五
重
相
伝
と
授
戒
会
を
隔
年
に
行
っ
て
い
ま
す
。

五
重
相
伝
と
授
戒
会
と
と
も
に
懺
悔
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
法
要
集
』
の
授
戒
会
の
項
目
に
は
こ
の
懺
悔
会
の
式
次
第
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
五
重
相
伝
の
中
に
は
懺
悔
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
縁
山
式
に
な
っ
た
か
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

五
重
相
伝
で
は
、
暗
夜
道
場
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
授
戒
会
で
は

懺
悔
会
（
懺
悔
道
場
（
が
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

増
上
寺
で
は
こ
の
授
戒
会
の
と
き
に
必
ず
懺
悔
会
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
の
で
、『
法
要
集
』
を
制
定
す
る
際
に
、
大
和
方
式
と
近
江
方

式
を
用
い
ず
に
、
縁
山
式
の
懺
悔
会
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
『
布
教
羅
針
盤
』（
平
成
14
・
15
年
（
に
は
こ
の
近
江
方
式
に
よ
る

懺
悔
道
場
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
偈
道
場
で
読
む
べ
き
「
浄
土

宗
安
心
相
承
制
誡
」
を
棒
読
し
て
い
ま
す
。
暗
夜
説
法
で
は
暗
夜
者

が
閻
魔
様
と
称
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
和
方
式
の
懺
悔
道
場
で

は
、
二
河
白
道
・
二
尊
遣
迎
の
表
示
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
れ
ま
で
の
数
少
な
い
明
治
時
期
以
降
の
写
本
か
ら
推
察
し
ま
す

と
、
式
名
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
懺
悔
式
か
ら
懺
悔
道
場
ま
た
は

暗
夜
道
場
と
名
前
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
説
示
か
ら
口
伝
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
懺
悔
式
は
、
懺
悔
道
場
式
自
体
が
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

名
称
の
問
題
で
は
、
暗
夜
道
場
と
か
懺
悔
道
場
と
い
う
道
場
名
を

称
す
る
と
、
要
偈
道
場
、
密
室
道
場
と
同
一
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。
つ
ま
り
、
正
伝
法
と
同
格
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
口
伝
化
の
問
題
で
は
、
暗
夜
説
法
の
口
伝
イ
コ
ー
ル
暗
夜

道
場
の
伝
法
化
で
す
。
伝
法
化
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
要

偈
、
密
室
と
同
じ
よ
う
な
正
伝
法
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

懺
悔
会
で
二
尊
遣
迎
（
二
河
白
道
（
の
荘
厳
に
す
る
こ
と
は
、
要

偈
道
場
の
伝
目
と
重
複
し
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
宗
の
法

式
は
浄
土
宗
学
に
基
づ
い
た
儀
礼
構
造
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

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
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

授
戒
会
の
懺
悔
で
は
二
河
白
道
、
二
尊
遣
迎
を
説
く
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
授
戒
会
で
の
懺
悔
は
原
点
に
戻
っ
て
懺
悔
す
る
こ
と
に
専

念
す
る
べ
き
で
す
。

　
　

帰
敬
式

　

平
成
16
年
の
宗
議
会
で
水
谷
宗
務
総
長
の
答
弁
で
す
。「
浄
土
宗

の
教
化
の
基
本
は
も
ち
ろ
ん
五
重
相
伝
で
す
。
念
仏
の
非
常
に
大
切

な
助
業
と
し
て
授
戒
会
も
当
然
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

五
重
相
伝
も
授
戒
会
も
す
ぐ
に
行
う
こ
と
が
無
理
だ
と
い
う
寺
院
は
、

半
日
で
も
１
日
で
も
で
き
る
帰
敬
式
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
何
気
な

く
帰
敬
式
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
檀
信
徒
規
定
」（
宗
規
第
5
号
（
の
第
３
条
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。「
新
た
に
檀
信
徒
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨

を
寺
院
に
申
し
出
て
、
そ
の
仏
前
に
お
い
て
帰
敬
の
ま
こ
と
を
宣
誓

す
る
帰
敬
式
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
檀
家
に
な
る
と
き
は
必
ず
行
う
べ
き
式
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
の
浄
土
宗
宗
勢
調
査
結
果
報
告
書
に
は
、
過
去
10
年
以

内
に
宗
規
で
定
め
て
い
る
臨
時
法
要
を
勤
め
た
奉
修
率
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
葬
儀
式
76
・
84
％
、
施
餓
鬼
が
74
・
03
％
の
７
割
台
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
追
善
法
要
が
59
・
68
％
の
約
６
割
、
棚
経
が
47
・
93

％
で
す
。
そ
し
て
五
重
相
伝
が
15
・
59
％
で
す
。
そ
し
て
授
戒
会
は

３
・
75
％
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
帰
敬
式
は
３
・
13
％
で
す
。
帰
敬
式
は
平
成
元

年
が
１
％
で
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
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帰
敬
式
の
変
遷

　

明
治
９
年
、
諸
本
山
と
檀
林
が
合
意
し
た
宗
規
で
あ
る
『
浄
土
宗

鎮
西
派
規
則
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
三
皈
式
、
日
課

式
、
授
戒
と
五
重
等
の
法
要
を
明
記
し
て
い
ま
す
。

　

三
皈
式
と
日
課
式
の
式
次
第
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
玄
上

人
の
『
授
日
課
法
則
』
と
い
う
も
の
と
同
様
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
式
次
第
は
、
香
偈
、
三
宝
礼
、
三
帰
三
竟
は
帰
依
西
方
阿
弥

陀
仏
、
懺
悔
、
発
心
は
四
弘
誓
願
で
は
な
く
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
畢

命
を
期
と
な
し
誓
っ
て
中
止
せ
ざ
れ
で
は
と
い
う
厭
欣
で
す
。

　

正
授
法
で
は
、「
こ
れ
は
こ
れ
、
弥
陀
の
本
願
、
釈
尊
の
附
属
、

諸
仏
の
証
誠
に
し
て
、
往
生
極
楽
の
浄
業
、
正
因
な
り
」
と
し
て
、

「
汝
等
今
、
日
課
称
名
の
若
干
遍
、
今
日
よ
り
畢
命
を
期
と
し
て
、

誓
っ
て
中
止
せ
ざ
れ
。
よ
く
持
つ
や
否
や
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ

を
三
説
す
る
の
で
す
。
多
分
こ
の
よ
う
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

明
治
31
年
に
発
布
さ
れ
た
「
浄
土
宗
制
」
第
２
章
で
は
、「
本
宗

帰
入
式
は
三
帰
及
び
日
課
念
仏
を
誓
約
す
る
も
の
と
す
」
と
あ
り
ま

す
。

　

大
正
４
年
に
法
式
条
例
が
制
定
さ
れ
て
、
こ
の
と
き
に
帰
入
式
と

い
う
式
次
第
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
和
上
の
説
示
は
、
式
の
前
に
説
明
し
て
も
よ
い
し
、
途
中
で

も
よ
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
１
に
合
掌
礼
拝
十
念
作

法
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
２
番
目
に
本
宗
本
尊
及
び
祖
師
の
恩

徳
、
３
番
目
が
安
心
起
行
作
業
の
綱
要
、
４
番
目
は
教
会
衆
心
得
、

5
番
目
は
三
帰
の
大
意
、
6
番
目
は
罪
障
懺
悔
で
す
。
そ
し
て
受
者

の
懺
悔
、
三
帰
三
竟
、
授
与
日
課
を
し
ま
す
。
こ
の
当
時
は
奉
請
と

送
仏
偈
を
称
え
な
い
式
次
第
で
す
。

　

千
葉
満
定
師
の
『
浄
土
宗
法
式
精
要
』（
大
正
11
年
（
も
帰
入
式

で
あ
り
、
大
正
13
年
版
の
『
法
要
集
』
の
式
次
第
と
全
く
同
じ
で
す
。

　

昭
和
14
年
に
『
浄
土
宗
法
要
集
』
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と

き
の
表
白
に
は
入
信
の
作
法
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
昭
和
14
年
版
の

『
法
要
集
』
に
な
っ
て
、
帰
入
式
か
ら
帰
敬
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。

帰
入
、
帰
敬
、
ど
ち
ら
も
帰
依
の
意
味
で
す
が
、
浄
土
宗
の
信
者
と

し
て
の
入
門
式
か
ら
本
尊
に
帰
依
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
強
く

な
っ
た
の
が
帰
敬
式
で
す
。

　
「
入
信
者
着
席
」
と
な
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の
他
ほ
と
ん
ど
同
じ

な
の
で
す
が
、「
十
念
の
受
け
方
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
十
念
の
受

け
方
で
す
か
ら
、
授
与
十
念
の
受
け
方
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
帰

敬
式
の
場
合
は
十
遍
の
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
ほ
う
が
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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確
か
に
結
縁
の
た
め
の
授
与
十
念
も
良
い
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は

り
十
念
は
十
遍
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ま
ず
称
え
る
こ
と
が
肝
要
か
と
思

い
ま
す
。

　

現
行
の
『
法
要
集
』
は
、
昭
和
14
年
版
の
『
法
要
集
』
の
と
お
り

で
す
。
こ
の
平
成
２
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
式
次
第
は
施
餓
鬼
会
を

始
め
、
大
幅
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
帰
敬
式
は
帰
敬

証
の
例
文
を
示
し
た
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
儀
礼
で
す
。
教
会
衆

の
心
得
が
信
者
の
心
得
に
、
洒
水
灌
頂
が
灌
頂
に
、
三
帰
礼
が
三
唱

礼
に
な
っ
た
ぐ
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
式
次
第
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

帰
敬
式
と
教
化
儀
礼
の
儀
礼
構
造
を
比
較
し
て
み
ま
す
。

　

儀
礼
を
通
し
て
教
化
す
る
も
の
が
教
化
儀
礼
と
称
し
て
い
ま
す
。

こ
の
共
通
な
儀
礼
と
し
て
、
１
つ
は
式
の
意
義
と
心
構
え
、
２
つ
は

懺
悔
の
文
、
３
つ
は
み
仏
の
慈
悲
と
知
恵
の
水
に
よ
っ
て
お
導
き
と

お
護
り
い
た
だ
く
灌
頂
、
４
つ
は
三
宝
帰
依
、
5
つ
は
日
課
と
し
て

の
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
す
。
基
本
儀
礼
と
し
て
は
懺
悔
と
三
宝
帰

依
と
日
課
念
仏
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
結
婚
式
は
帰
敬
式
と
い
う
感

じ
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
４
年
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
は
『
新
し
い
檀
信
徒
の
た
め

に
』
と
い
う
小
冊
子
を
つ
く
り
ま
し
た
。
最
初
は
平
成
４
年
に
、
住

職
と
寺
族
で
で
き
る
、
な
い
し
は
副
住
職
の
３
人
ぐ
ら
い
で
で
き
る

よ
う
な
「
住
職
と
寺
族
で
で
き
る
入
信
式
」
を
発
行
し
ま
し
た
。

　

帰
敬
式
で
は
な
く
入
信
式
と
命
名
し
た
理
由
は
、
説
示
開
導
、
い

わ
ゆ
る
祖
師
の
恩
徳
と
か
安
心
起
行
作
業
の
綱
要
と
い
う
の
を
省
略

し
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
主
た
る
理
由
と
し
て
、
鷲
見
先

生
は
、
一
般
の
人
に
は
帰
敬
式
は
読
め
な
い
と
い
う
の
で
す
。
だ
か

ら
仏
教
は
難
し
い
と
い
う
認
識
に
な
る
。
そ
し
て
、
浄
土
宗
の
信
者

に
す
る
儀
式
で
あ
る
か
ら
、
入
信
式
と
称
す
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

　

そ
の
と
き
に
入
檀
式
に
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
進
言

し
ま
し
た
。
お
寺
の
由
来
と
か
施
餓
鬼
な
ど
の
年
中
行
事
の
話
な
ど
、

ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
と
言
い
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
と
し
て
は
入
信

式
な
の
だ
と
強
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
オ
ウ
ム
事
件

が
起
こ
り
ま
し
た
。
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
か
入
信
式
は
危
険
な
式

と
い
う
認
識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
オ
ウ
ム
事
件
以
前
の

総
合
研
究
所
は
、
住
職
と
副
住
職
と
寺
庭
婦
人
で
で
き
る
よ
う
な
入

信
式
を
提
唱
し
ま
し
た
が
、
オ
ウ
ム
事
件
以
降
は
入
檀
式
と
名
称
を

変
更
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
質
は
同
様
の
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
檀
信
徒
関
係
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
関
係
で
の
本
は

『
新
し
い
檀
信
徒
の
た
め
に　

や
さ
し
く
で
き
る
入
檀
式
の
手
引
き
』

と
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
子
供
信
行
道
場
ガ
イ
ド
』
と
い
う
書
が
あ
り
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ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
明
日
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
授
戒
会
は
伝
法
伝
戒
で
す
か
ら
、
個
人
の
考
え
で
変
え

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帰
敬
式
は
教
化
の
た
め

に
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
可
能
な
法
要
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
教
化
法
と
し
て
仏
事
等
の
信
仰
継
承
を
伝
え
る
た
め
に

も
、
も
っ
と
帰
敬
式
を
行
う
べ
き
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
教

化
儀
礼
の
詳
細
は
明
日
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
西
城
先
生
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
駆
使
し
て

い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
歴
史
を
中
心
に
、
授
戒
会
、
懺
悔
会
そ
し

て
帰
敬
式
の
三
法
会
を
取
り
上
げ
て
、
丁
寧
に
ご
指
導
を
頂
戴
い
た

し
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
、
現
在
、
五
重
相
伝
や
授
戒
会
を
中
心
に
ご
勧

誡
を
広
く
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
浄
土
宗
布
教
師
会
事
務
局
次
長
、

阪
口
祐
彦
先
生
か
ら
「
授
戒
会
か
ら
学
ぶ
―
布
教
の
現
場
か
ら
」
と

い
う
講
題
で
ご
報
告
を
頂
き
ま
す
。
阪
口
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

阪
口　

阪
口
祐
彦
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
昨
日
こ
ち
ら
の
ほ
う
へ
参
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の

一
昨
日
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
決
定
と
い
う
大
き
な
喜
ば
し
い
出
来

事
が
あ
り
ま
し
た
で
す
ね
。

　

滝
川
ク
リ
ス
テ
ル
さ
ん
が
こ
う
い
う
手
の
動
き
で
、
た
っ
た
５
文

字
で
し
た
が
、「
お
も
て
な
し
」
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
ば
ら
し
か

っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
あ
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
よ
う
な
英

語
で
言
っ
て
い
た
ら
、
あ
れ
ほ
ど
感
動
を
呼
べ
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
滝
川
さ
ん
が
合
掌
さ
れ
ま
し
た
ね
。
あ
れ
も
私

は
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

あ
の
言
葉
の
力
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
お
も
て

な
し
と
い
う
言
葉
は
す
ば
ら
し
い
で
す
。
あ
の
「
お
も
て
な
し
」
と

い
う
言
葉
の
語
源
を
調
べ
た
の
で
す
が
、「
も
っ
て
な
し
遂
げ
る
」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
を
も
っ
て
、
何
を
な

し
遂
げ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

我
々
、
浄
土
宗
僧
侶
は
何
を
も
っ
て
何
を
な
し
遂
げ
る
の
か
。
も

ち
ろ
ん
、
お
念
仏
を
も
っ
て
極
楽
往
生
を
な
し
遂
げ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
う
今
大
変
な
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
原
因
は
こ

の
檀
家
制
度
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
お
っ
て
、
常
に
上
か
ら
目
線

の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
う
一
度
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見
直
し
て
、
お
も
て
な
し
の
心
と
い
う
の
も
我
々
に
は
必
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

昔
、
私
が
小
学
校
の
と
き
に
、
親
の
職
業
調
べ
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
た
。
私
は
お
寺
の
息
子
で
す
か
ら
、
農
業
で
も
漁
業
で
も
な
い

し
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
っ
て
、
先
生
に
お
尋
ね
し
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
ら
、
邪
魔
く
さ
そ
う
に
、「
お
ま
え
の
と
こ
ろ
は
そ
の
他

に
し
て
お
け
」
と
言
わ
れ
て
ね
。

　

う
ち
の
父
親
の
職
業
は
「
そ
の
他
」
か
と
、
ず
っ
と
思
っ
て
お
り

ま
し
た
が
、
あ
る
と
き
、
も
う
10
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
あ
る
研
修
会

で
経
済
学
の
先
生
が
お
い
で
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
質
問
を

し
ま
し
た
。

　

実
は
こ
う
い
う
こ
と
で
、
小
学
校
の
と
き
以
来
ず
っ
と
私
の
職
業

は
「
そ
の
他
」
か
と
、
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
た
ら
い
い

の
で
し
ょ
う
か
と
お
尋
ね
を
し
ま
し
た
ら
、「
う
ー
ん
」
と
し
ば
ら

く
お
考
え
に
な
っ
て
、「
サ
ー
ビ
ス
業
と
し
な
さ
い
」
と
お
答
え
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
か
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
見
て
み
ま
す
と
、

や
は
り
我
々
も
上
か
ら
目
線
で
は
な
し
に
、
お
も
て
な
し
の
心
と
い

う
の
が
大
変
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
ど
う
し
て
、
何
を
も
っ
て
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
お
も
て
な
し
を
す
る
か
、
そ
れ
で
そ
の
中
に
五
重
相

伝
も
含
ま
れ
て
き
ま
し
ょ
う
し
、
授
戒
会
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
テ
ー
マ
は
「
授
戒
会
・
帰
敬
式
」
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
授
戒
会
の
前
に
ま
ず
五
重
相
伝
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

布
教
の
現
場
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
私
ど
も
、
特
に
大
阪

は
和
泉
で
す
が
、
和
泉
は
大
和
、
近
江
と
並
ん
で
、
そ
の
五
重
相
伝

の
非
常
に
盛
ん
な
土
地
柄
で
す
。
授
戒
だ
け
と
い
う
の
は
非
常
に
め

ず
ら
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
、
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
五
重
と
授
戒
は
車
の
両
輪
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
自

坊
の
こ
の
五
重
の
開
筵
記
録
を
調
べ
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
初
出
、
最
初
は
文
久

２
年
、
１
８
６
２
年
に
初
め
て
、
資
料
が
残
っ
て
い
る
限
り
で
は
始

め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
明
治
、
大
正
、
こ
の
時
代
は
頻
繁

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
と
平
成
、
約
１
５
０
年
間
に
51

回
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
３
年
に
一
度
の
五
重
の
開
筵
で
す
。

　

こ
れ
は
私
の
知
る
限
り
、
和
泉
で
は
多
い
ほ
う
で
す
が
、
突
出
し

た
例
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
２
年
に
一
度
開
催
し
て
い
る
寺
院
も
あ
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る
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
開
筵
数
が
で
き
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
伝
統
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
住
職
の
熱
意
、
そ
れ
か
ら
檀
信
徒
の
渇
望
と
い
う
の
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
や
り
や
す
い
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の

が
構
築
さ
れ
て
お
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
分
析
を
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
ど
う
し
て
も
五
重
相
伝
と
い
い
ま
す
と
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
ま
ず
第
１
番
は
、
門
中
寺
院
に
対
す
る
法
礼
が
な
い
こ
と
。
こ

れ
は
お
互
い
さ
ま
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
教
化
事

業
最
大
の
柱
と
し
て
、
そ
し
て
一
寺
院
の
み
な
ら
ず
地
域
全
体
の
信

仰
を
と
も
に
手
を
携
え
て
い
こ
う
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
で
は
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
２
番
目
、
儀
式
の
と
き
以
外
は
必
要
最
低
限
の
寺
方
人

数
。
伝
灯
仏
子
、
勧
誡
師
、
回
向
師
、
あ
と
１
人
２
人
お
れ
ば
、
儀

式
の
な
い
日
は
用
が
足
り
る
の
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
よ
そ
の
地
域
の
お
寺
を
見
て
み
ま
す
と
、
用
も
な
い

の
に
た
く
さ
ん
の
お
寺
方
が
い
る
の
で
す
ね
。
朝
か
ら
夕
方
ま
で
控

室
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
で
そ
の
人
た
ち
に
日
当
を
払

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
う
い
う
面
で
気
を
使
い
ま
す
が
、
私
ど
も
の
場
合
は
こ
う
い
う
こ

と
で
費
用
が
か
か
ら
な
い
。

　

そ
し
て
ま
た
３
番
目
、
回
数
を
重
ね
て
経
験
を
積
ん
で
い
る
の
で
、

習
礼
は
一
切
な
い
と
い
う
こ
と
。
儀
式
の
前
に
ご
門
中
が
さ
っ
と
集

ま
っ
て
き
て
、
終
わ
れ
ば
さ
っ
と
帰
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
４
番
目
、
こ
れ
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
が
、
和
泉
地
域

で
は
伝
統
的
に
暗
夜
道
場
が
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
、
真
っ
暗
で
は

な
い
と
こ
ろ
で
、
懺
悔
式
の
中
で
血
誓
を
行
う
と
い
う
儀
式
が
あ
り

ま
す
。

　

最
近
私
も
、
暗
夜
道
場
を
実
施
さ
れ
た
ご
寺
院
が
あ
り
、
勧
誡
師

と
し
て
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
あ
れ

は
人
手
が
大
変
か
か
り
ま
す
。
習
礼
も
必
要
で
す
し
、
熟
練
し
た
指

導
者
が
な
い
と
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
れ
は
初
め
て
開
筵
す
る
ご
寺

院
に
と
っ
て
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

今
、
一
宗
で
推
進
を
し
て
い
る
五
重
相
伝
は
、
あ
の
手
引
の
よ
う

に
暗
夜
道
場
が
必
修
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

あ
く
ま
で
も
後
世
の
付
け
足
し
で
す
し
、
本
来
必
修
の
も
の
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
あ
れ
を
や
り
ま
す
と
、
受
者
の
感
想
で
す
が
、
あ
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の
暗
闇
の
印
象
ば
か
り
が
残
っ
て
、
正
伝
法
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
き

ら
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
と
し
て
は
あ
え
て
す
る
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
う
１
つ
問
題
な
の
は
、
近
年
や
は
り
い
ろ
い
ろ
な
人

が
お
ら
れ
て
、
暗
闇
に
入
っ
て
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
方

も
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
一
宗
で
推
進
さ
れ
て
い

る
五
重
相
伝
の
あ
り
方
に
は
、
や
は
り
一
考
が
必
要
で
は
な
い
か
。

も
う
そ
れ
が
あ
る
の
が
伝
統
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
よ
ろ
し
い
け

れ
ど
も
、
初
め
て
や
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
そ
れ
が
ハ
ー
ド
ル
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
化
他
五
重
で
す
が
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
法

度
で
た
び
た
び
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
密
伝
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
、

私
の
自
坊
が
文
久
２
年
、
１
８
６
２
年
に
し
た
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん

開
筵
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
浄
土
宗
宣
布
の
要
法
と
い

う
こ
と
で
ね
。

　

そ
し
て
享
保
18
年
の
１
７
３
３
年
、「
増
上
寺
覚
書
」
に
こ
う
書

い
て
あ
る
の
で
す
ね
。「
縁
に
従
っ
て
寺
院
住
職
し
む
る
に
お
い
て

は
、
そ
の
請
い
に
応
じ
、
在
家
に
化
他
五
重
を
許
す
。
か
つ
布
薩
の

血
脈
候
事
寺
院
住
職
の
職
分
と
な
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
檀
家
制
度
に
も
た
れ
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
寺
院
の
荒

廃
や
僧
侶
の
堕
落
に
対
す
る
教
団
内
部
の
反
省
や
復
興
意
識
か
ら
許

可
を
し
、
そ
し
て
推
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
一
宗
で
行
っ
て
い
る
五
重
相
伝
の
推
進
の
意
義
も
、
檀
信

徒
側
の
問
題
で
は
な
く
て
、
本
来
は
浄
土
宗
僧
侶
自
身
の
問
題
と
し

て
、
や
は
り
見
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
五
重
相
伝
の
盛
ん
な
こ
の
私
ど
も
の
地
域
に

お
い
て
も
、
年
々
や
は
り
高
齢
化
と
か
核
家
族
化
に
よ
り
ま
し
て
、

檀
信
徒
の
受
者
数
が
減
っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
20
人
ほ
ど
で
開
筵

さ
れ
る
寺
院
も
め
ず
ら
し
く
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
土
壌
の
も
と
、
次
に
授
戒
会
の
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
授
戒
会
の
拙
寺
に
お
け
る
開
筵
記

録
を
見
て
み
ま
す
。
ま
ず
初
出
、
初
め
て
が
明
治
38
年
、
１
９
０
５

年
に
第
１
回
目
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
と
来
ま
し
て
、
大
体
１
０
０

年
間
に
15
回
開
筵
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
６
～
７
年
に
１
度
の
割
合
で

開
催
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
授
戒
会
の
初
出
は
、
五
重
相
伝
に
お
く
れ
る
こ
と
43
年
な
の

で
す
。
五
重
相
伝
は
文
久
で
し
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
43
年
お
く
れ
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
。
江
戸
時
代
、
化
他
五
重
と
い
う
の
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は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
結
縁
授
戒
は
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
筵
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う

こ
と
で
、
私
は
疑
問
を
感
じ
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
た
の
で

す
。

　

先
ほ
ど
の
増
上
寺
の
覚
書
に
も
「
布
薩
の
血
脈
候
事
寺
院
住
職
の

職
分
」、
寺
院
住
職
に
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
ね
。

　

次
に
、
明
治
45
年
に
浄
土
宗
が
「
布
薩
戒
は
妄
伝
で
あ
る
」
と
、

こ
れ
ち
ょ
っ
と
、
先
ほ
ど
大
澤
先
生
の
研
究
発
表
を
聞
い
た
の
で
す

が
、
ど
う
も
大
正
12
年
に
伝
法
条
例
制
定
と
い
う
こ
と
で
、
布
薩
戒

が
廃
止
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
関
通
上
人

の
伝
記
に
、
１
つ
の
答
え
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
戒
は
律
僧

の
こ
と
な
る
べ
し
。
官
僧
は
無
戒
を
本
式
と
す
べ
し
。
官
僧
の
戒
、

あ
る
い
は
執
行
せ
ば
律
僧
の
風
儀
に
な
り
て
風
儀
を
失
う
べ
し
」。

つ
ま
り
、
当
時
、
授
戒
は
律
僧
の
行
う
も
の
で
、
官
僧
は
な
す
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
想
が
あ
っ
た
み
た
い
で
、
だ
か
ら
、

こ
の
律
僧
で
あ
る
と
こ
ろ
の
関
通
上
人
な
ん
か
は
３
万
人
に
授
戒
を

さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
ま
す
と
、
大
玄
著
『
円
戒
啓
蒙
』

に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
机
戒
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、「
高
座
等
を

設
け
ず
、
机
一
脚
を
置
き
た
る
ま
で
に
て
ざ
っ
と
行
い
た
る
ゆ
え
に

机
戒
儀
と
名
づ
く
。
結
縁
の
授
戒
な
る
が
ゆ
え
な
り
」、
そ
し
て

「
今
身
よ
り
仏
身
に
至
る
ま
で
、
こ
の
三
聚
浄
戒
を
能
く
持
つ
や
否

や
と
、
わ
ず
か
14
文
字
な
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
の
こ

の
お
授
戒
の
形
と
は
大
分
様
相
が
違
う
よ
う
で
す
。

　

つ
ま
り
、
内
容
は
と
も
か
く
、
当
時
は
高
徳
の
律
僧
に
授
け
て
も

ら
う
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
形
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
が
善
光
寺
の
尼
公
上
人
に
よ
る

「
お
か
み
そ
り
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
も
あ
っ
て
、
五
重
相
伝
と
授
戒
会
を
比

べ
て
み
ま
す
と
、
五
重
相
伝
は
多
い
で
す
が
、
授
戒
会
は
少
な
い
。

和
泉
地
域
に
お
い
て
も
授
戒
会
の
開
筵
の
な
い
寺
院
も
多
数
で
す
の

で
、
全
国
的
に
見
て
も
現
状
と
し
て
授
戒
会
は
非
常
に
少
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

次
に
帰
敬
式
で
す
が
、
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
帰
敬
式
と
い
う
名

称
自
体
は
そ
も
そ
も
浄
土
真
宗
の
「
お
か
み
そ
り
」
が
ど
う
も
始
ま

り
の
よ
う
で
、
明
治
９
年
に
東
本
願
寺
が
命
名
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ま
ま
お
名
前
を
頂
戴
し
た
だ
け
で
、
浄
土
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宗
に
は
も
と
も
と
そ
の
伝
統
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
五
重
や
授
戒
の
伝
統
が
深
く
根
ざ
し
て
い
る
私
ど
も
の

よ
う
な
地
域
に
こ
う
い
う
帰
敬
式
を
持
ち
込
む
と
、
混
乱
を
来
す
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

帰
敬
式
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
私
は
五
重
相
伝
や
授
戒
会
の
、

こ
の
伝
統
が
い
ま
だ
な
い
地
域
で
前
段
階
と
し
て
行
う
な
ら
ば
意
味

が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
一
般
に
五
重
や
授
戒
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
そ
れ
を
持
ち
込
む
と
混
乱
を
来
し
ま
す
し
、
そ
し
て
ま
た
問
題
な

の
は
、
三
帰
戒
の
み
で
、
し
か
も
戒
名
ま
で
授
け
て
し
ま
う
と
な
る

と
、
余
計
に
混
乱
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
物
見
遊
山
の
つ
い
で
に
善
光
寺
さ
ん
へ
お
参
り
を
し
て
、

そ
し
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
間
、
三
帰
戒
の
み
で
１
０
０
０
円
で
し

た
か
１
５
０
０
円
出
し
て
、
ず
ら
り
と
並
ん
で
ね
。
そ
れ
は
高
徳
の

方
か
ら
い
た
だ
く
の
は
意
味
が
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
仕
方
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
戒
名
ま
で
授
か
る
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
実
は

私
ど
も
で
も
そ
う
い
う
も
の
を
檀
家
さ
ん
が
持
っ
て
く
る
の
で
す
よ
。

　

非
常
に
そ
の
扱
い
に
困
る
の
で
す
ね
。
あ
る
方
な
ん
か
、
そ
れ
は

５
枚
も
６
枚
も
持
っ
て
く
る
の
で
す
ね
。
し
か
も
、
皆
違
う
し
ね
。

女
性
の
あ
る
方
は
、「
こ
ん
な
も
の
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

男
の
戒
名
と
違
い
ま
す
の
」
と
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
難
し
い
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
も
の
の
扱
い
に
苦
慮
す
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
私
見
に
な
り
ま
す
が
、
名
称
を
、
帰
敬
式
と
い
う
よ
り

も
お
念
仏
の
、
浄
土
宗
は
お
念
仏
だ
か
ら
、「
念
仏
入
門
式
」、「
念

仏
入
門
会
」
と
し
て
、
そ
し
て
１
日
程
度
で
行
う
の
な
ら
ば
、
こ
こ

に
書
い
て
あ
り
ま
す
と
お
り
、
浄
土
宗
の
本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
、
お

念
仏
に
つ
い
て
と
か
、
元
祖
法
然
上
人
に
つ
い
て
と
か
、
合
掌
の
仕

方
に
つ
い
て
、
お
念
仏
の
申
し
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
か
ら
あ
と
は
お

別
時
の
実
践
、
そ
れ
ぐ
ら
い
を
１
日
で
行
っ
て
、
そ
し
て
あ
と
お
数

珠
を
授
与
す
る
ぐ
ら
い
で
私
は
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

　

帰
敬
式
と
い
う
の
は
も
う
少
し
考
え
た
ほ
う
が
、
私
は
い
い
か
な

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

続
い
て
、
現
代
の
世
相
と
戒
の
必
要
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
は
自
己
中
心
主
義
、
倫
理
観
の
欠
如
が

甚
だ
し
い
。
さ
ら
に
、
善
悪
の
判
断
基
準
を
も
見
失
っ
て
い
る
よ
う

な
、
こ
の
今
の
世
の
中
で
す
。「
極
楽
」
や
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉

よ
り
も
「
天
国
」
と
い
う
、
皆
「
天
国
」
と
言
う
の
で
す
ね
、
今
。

　

テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
見
て
い
て
も
、
皆
「
天
国
」
と
い
っ

て
い
ま
す
。
下
手
を
し
た
ら
、
仏
式
で
お
葬
式
を
し
て
い
る
の
に
、
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弔
辞
に
「
天
国
」
が
出
て
き
て
い
て
、「
○
○
さ
ん
、
天
国
で
安
ら

か
に
」
と
か
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
ね
。
も
う
力
が
抜
け
ま
す
け
れ

ど
も
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す
と
、「
極
楽
」
と
い
う
言

葉
を
頻
繁
に
皆
使
う
の
で
す
よ
。
こ
の
関
東
で
言
え
ば
、
熱
海
と
か

鬼
怒
川
と
か
、
関
西
方
面
で
あ
れ
ば
白
浜
と
か
有
馬
と
か
。
そ
う
い

う
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
す
と
、
皆
温
泉
に
つ
か
っ
て
「
極
楽
」
と
言
う

の
で
す
ね
。
間
違
っ
て
も
温
泉
に
つ
か
っ
て
「
あ
あ
、
天
国
、
天

国
」
と
言
う
人
は
な
い
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
っ
た
ら
、
死
ん
だ
ら
天
国
、
極
楽

は
気
持
ち
い
い
と
か
楽
だ
と
か
い
う
意
味
と
誤
解
し
て
い
る
。
新
聞

等
も
悪
い
で
す
か
ら
ね
。
皆
も
う
天
国
、
天
国
と
書
い
て
あ
り
ま
す

よ
ね
。
教
養
と
し
て
そ
れ
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
、
も
う
全
日
本

仏
教
会
か
ら
抗
議
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
今
、
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
、
そ
う

い
う
よ
う
な
問
い
に
ま
で
答
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
時
代
で

す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
み
た
い
に
「
な
ら
ぬ
も

の
は
な
ら
ぬ
の
で
す
」
と
言
っ
て
、
一
言
で
お
さ
ま
ら
ぬ
の
で
す
ね
。

難
し
い
時
代
で
す
。

　

ま
た
今
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
が
横
行
し
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
の
ゲ
ー

ム
で
死
ん
だ
ら
リ
セ
ッ
ト
、
全
部
生
前
の
行
い
は
チ
ャ
ラ
だ
と
い
う

よ
う
な
感
覚
に
陥
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
今
だ
か
ら
こ
そ
、「
今
で
し
ょ
」
と
言
っ
て
い
る
人
も

あ
り
ま
し
た
が
、
今
だ
か
ら
こ
そ
、
や
は
り
戒
の
精
神
と
い
う
の
が

必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
道
徳
、

戒
の
精
神
な
く
し
て
、
お
念
仏
の
み
教
え
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
林
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
も
、
ま

ず
授
戒
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。「
戒
は
仏
教
の
大
地
」
で
す
か
ら
、

ま
ず
我
々
も
授
戒
を
檀
信
徒
教
化
の
第
一
の
門
と
す
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
１
つ
言
え
る
こ
と
は
、
私
の
経
験
上
、
授
戒
の
ほ
う

が
五
重
相
伝
よ
り
開
筵
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
そ
の
儀
式
が
剃
度
と
正
授
戒
の
２
座
の
み
で
す
し
、
し
か
も

必
要
な
用
具
類
が
少
な
く
て
済
み
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
上
に
、
五
重
の
伝
巻
と
比
べ
て
授
戒
の
戒
牒
は
中
身

が
１
枚
で
す
か
ら
、
す
ご
く
準
備
が
し
や
す
い
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
日
数
に
お
い
て
も
、
私
ど
も
で
は
今
五
日
授
戒
を
や
っ

て
い
ま
す
が
、
工
夫
を
す
れ
ば
３
日
で
10
席
が
と
れ
ま
す
か
ら
、
連

休
の
３
日
間
を
充
て
て
、
そ
し
て
授
戒
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
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も
う
１
つ
言
え
る
こ
と
は
、「
今
忙
し
い
か
ら
、
３
日
も
時
間
を

割
け
な
い
」
と
い
う
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
逆
に
３
日
ぐ

ら
い
な
い
と
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
経
験
上
、
五
重
相
伝
を

開
筵
し
て
い
ま
す
と
、
私
ど
も
は
６
日
間
し
て
い
ま
す
が
、
３
日
目

ぐ
ら
い
か
ら
だ
ん
だ
ん
そ
の
受
者
の
お
念
仏
の
声
が
出
て
く
る
の
で

す
。

　

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
も
、
や
は
り
３
日
は
必
要
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
、
お
念
仏
を
体
に
身
に
つ
け
て
い
た
だ
く
に
は
、
や

は
り
３
日
必
要
で
は
な
い
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

だ
か
ら
、
で
き
れ
ば
も
う
帰
敬
式
に
か
え
て
３
日
の
授
戒
を
ど
ん

ど
ん
推
進
し
て
い
け
ば
、
ま
さ
に
結
縁
授
戒
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
縁

と
し
て
、
ま
た
五
重
相
伝
へ
の
道
も
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

　

今
、
五
重
を
一
宗
で
も
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
今
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
戒
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
善
悪
の
判
断

が
つ
か
な
い
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
う
い
う
方
が
多
い

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
一
宗
と
し
て
も
授
戒
は
取
り
組
む
べ
き
喫

緊
の
課
題
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
人
間
形
成
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
大
会
テ

ー
マ
の
解
説
に
、「
昔
か
ら
熱
心
な
檀
家
が
代
が
わ
り
に
よ
っ
て
寺

へ
の
思
い
、
信
仰
へ
の
情
熱
が
一
気
に
薄
れ
た
と
い
う
声
を
聞
く
こ

と
も
多
い
と
い
う
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
か
ね
。

そ
れ
は
人
の
せ
い
に
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
人
間
形
成
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
聞
い
た
と
き
は
、

こ
れ
は
檀
信
徒
の
人
間
形
成
よ
り
も
、
ま
ず
我
々
僧
侶
の
人
間
形
成

を
問
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
檀
信
徒
と

し
て
の
自
覚
」
と
か
書
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
檀
信
徒
と
し
て
の
自

覚
を
問
題
視
す
る
前
に
、「
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
我
々
の
自
覚
」

と
い
う
も
の
を
促
す
べ
き
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
限
ら
ず
、
浄
土
真
宗
で
も
そ
う
で
す
。
今
、
教
化
者
と

し
て
の
僧
侶
の
資
質
向
上
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

何
か
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
社
会
の
せ
い
と
か
人
の
せ
い
に
す
る
前
に
、

ま
ず
自
分
た
ち
は
ど
う
か
。
法
然
上
人
の
、
ま
ず
自
分
自
身
を
振
り

返
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
視
点
を
持
っ
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
手
本
に
な
る
べ
き
僧
侶
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

僧
侶
で
あ
る
前
に
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

真
摯
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

西
山
浄
土
宗
の
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に

葬
儀
屋
さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
出
し
て
い
る
の
で
す
。
ど
こ
の
僧
侶
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が
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
見
ら
れ
て
い
る
か
。
も
う
見
た
く
な
い
言
葉

が
ず
っ
と
出
て
い
ま
す
。
聞
き
た
く
な
い
よ
う
な
言
葉
が
。
世
間
の

見
方
は
そ
う
い
う
も
の
だ
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
僧
侶
の
社
会
と
い
う
の
が
一
般
の
社
会
と
比
べ
て

ち
ょ
っ
と
異
常
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
檀
家
制
度
に
あ
ぐ

ら
を
か
い
て
、
普
通
の
商
売
な
ら
も
う
つ
ぶ
れ
て
い
る
よ
う
な
お
寺

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
今
は
な
ん
と
か

な
っ
て
い
て
も
、
将
来
は
ど
う
か
と
考
え
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

も
う
浄
土
宗
に
限
ら
ず
、
既
成
の
仏
教
教
団
は
壊
滅
的
な
危
機
的
状

況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
象
徴
的
な
例
が
「
直
葬
」
で
す
。
私
、
あ
れ
を
見
た
と
き
、

「
産
地
直
送
」
な
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
直
葬
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
そ
の
本
質
は
、
こ
の
宗

教
心
や
人
間
性
が
も
う
微
塵
も
な
い
。
つ
ま
り
、“
遺
体
処
理
”
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
弔
う
と
い
う
意

識
そ
れ
が
ひ
と
つ
も
な
い
。

　

ま
た
、
あ
る
会
合
の
席
で
、
大
学
の
名
誉
教
授
の
先
生
か
ら
こ
う

い
う
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。「
都
会
で
は
若
者
が
、
菩
提
寺
は
親
か

ら
受
け
継
い
だ
負
債
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
ん
な
お
寺
と
の
付
き
合

い
は
要
ら
な
い
。」
そ
う
い
う
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

ね
。

　

そ
れ
が
葬
式
無
用
論
と
か
、「
戒
名
は
要
ら
な
い
」
と
い
う
本
ま

で
出
た
り
し
て
、
つ
ま
り
僧
侶
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

す
よ
。
我
々
が
世
の
中
に
必
要
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
最
大
の
危
機
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
２
０
１
３
年
の
『
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
と
い
う

雑
誌
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
強
固
な
集
金
シ
ス
テ
ム　

布
教
の
努
力
怠
る
」
と
い
う
見
出
し
で
、

「
寺
が
存
亡
の
危
機
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
仏
教
は
檀
家
制
度
と
い
う

強
固
な
集
金
シ
ス
テ
ム
に
守
ら
れ
て
い
た
た
め
、
先
祖
供
養
業
務
だ

け
に
集
中
。
人
々
の
悩
み
を
聞
き
、
布
教
す
る
と
い
う
努
力
を
怠
っ

た
。
そ
の
結
果
、
檀
家
と
い
う
顧
客
か
ら
も
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
始
め

た
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。
何
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

　

一
般
社
会
で
は
、
努
力
し
た
者
と
か
成
果
を
挙
げ
た
者
に
対
し
て

は
、
や
は
り
正
当
な
評
価
と
、
そ
れ
か
ら
報
酬
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
怠
っ
た
者
に
は
必
ず
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
科
さ
れ
る
の
が
普
通
の

一
般
社
会
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
我
々
の
社
会
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
僧
侶
は
も
と
も

と
そ
の
評
価
や
報
酬
を
求
め
て
勤
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
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現
在
、
家
族
を
持
ち
、
経
済
社
会
の
中
に
い
る
者
と
し
て
、
や
は
り

そ
れ
は
求
め
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
現
状
で
は
、
そ
の
僧
侶
の
能
力
や
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
ん
な
の
は
関
係
な
し
に
、
寺
の
大
小
や
ら
檀
家
数
の
多
少
に
よ
っ

て
、
そ
う
い
う
評
価
と
報
酬
す
べ
て
が
は
か
ら
れ
る
と
い
う
現
状
で

す
ね
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
小
さ
な
寺
院
の
住
職
は
、
布
教
に
対
す
る
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
上
が
っ
て
こ
な
い
の
が
現
状
で

は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
兼
職
の
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
ど

う
し
て
も
そ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
、
軸
足
を
ど
っ
ち
に
置
く
か
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
大
き
な
寺
院
の
住
職
が
そ
う
い
う
教
化
活
動
を
怠
っ
た
と

し
て
も
、
何
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
も
な
い
で
す
ね
。
こ
の
辺
が
や
は
り

我
々
僧
侶
社
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
宗
は
宗
課
金
と
い
う
莫
大
な
資
金
を
持
っ

て
い
る
。
で
す
か
ら
、
一
宗
で
そ
れ
に
対
し
て
何
か
方
策
が
な
い
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
今
、「
寺
離
れ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
本
当
は

決
し
て
寺
離
れ
な
ん
か
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
寺
や
仏
教
か
ら
人
々
の

心
は
離
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
寺
や
仏
教
抜
き
に
し
て
日
本
文
化
は
語

れ
ま
せ
ん
。
京
都
に
皆
さ
ん
は
た
く
さ
ん
観
光
、
お
参
り
に
参
り
ま

す
か
ら
。
そ
れ
は
実
態
を
言
う
な
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
寺
離

れ
」
で
は
な
く
〈
僧
侶
離
れ
〉
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
後
に
、
少
し
耳
の
痛
い
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
二
宮
尊
徳
の
『
二
宮
翁
夜
話
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

の
71
話
に
こ
う
い
う
お
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
俗
儒
を
戒
む
」

と
い
う
話
で
す
ね
。

　

儒
学
を
講
ず
る
大
先
生
が
、
あ
る
と
き
た
ら
ふ
く
お
酒
を
飲
ん
で

酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
弟
子
の
前
で
醜
態
を
さ
ら
し
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
を
見
た
弟
子
は
、「
何
と
い
う
こ
と
だ
、
こ
ん
な
師
匠
に
つ
い

て
い
た
ら
だ
め
だ
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
酔
い
か

ら
覚
め
た
そ
の
儒
学
者
は
、「
何
を
言
う
か
。
講
じ
て
い
る
儒
学
の

内
容
は
高
邁
」、
つ
ま
り
気
高
く
て
優
れ
て
い
る
の
だ
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
二
宮
尊
徳
さ
ん
は
ど
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
か
と
い
う

と
、
こ
れ
を
評
し
て
、「
純
白
の
飯
で
あ
っ
て
も
、
も
し
糞
桶
に
入

れ
て
あ
れ
ば
だ
れ
も
食
う
ま
い
」
と
。
ま
さ
に
炯
眼
で
す
ね
。

　

同
じ
く
仏
教
の
教
え
、
法
然
上
人
の
み
教
え
と
い
う
の
は
ま
こ
と

に
尊
く
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
が
、
今
日
の
我
々
僧
侶
が
そ
の
尊
徳

翁
の
言
う
糞
桶
と
化
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
本
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当
に
猛
省
す
べ
き
、
反
省
す
べ
き
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
信
仰
心
が
薄
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
言
う
前
に
、
ま
ず
自

分
が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

そ
し
て
、
我
々
僧
侶
も
や
は
り
戒
の
精
神
と
い
う
も
の
を
も
う
一

度
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。
人
間
形
成
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
と
し
て
、

自
坊
で
授
戒
会
を
や
は
り
開
筵
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
授
戒
は
「
菩
薩
戒
」
で
す
し
、
ま
た
「
道
俗
一
貫
の
戒
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
出
家
も
在
家
も
同
じ
、
一
貫
の
戒
と
言
わ
れ
ま
す
か

ら
、
授
戒
会
を
開
筵
す
る
こ
と
は
、
檀
信
徒
教
化
の
場
だ
け
で
は
な

く
て
、
我
々
僧
侶
の
自
己
研
鑽
の
場
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
授
戒
会
を
ま
す
ま
す
取
り
組
ん

で
い
く
。
今
だ
か
ら
こ
そ
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
な
と

い
う
ふ
う
に
思
う
次
第
で
す
。（
拍
手
（。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
阪
口
先
生
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
ご
自
身
あ
る
い
は
ご
自
坊
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
豊
富
な
五
重
相
伝
や
授
戒
会
の
開
筵
と
勧
誡
等
の
ご
経
験

か
ら
貴
重
な
ご
提
言
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
あ
わ
せ
ま
し
て
、
現
在
の
世
相
と
戒
の
必
要
性
に
視
点
を
据

え
て
、
私
ど
も
が
い
か
に
檀
信
徒
の
皆
様
方
に
対
し
て
授
戒
会
な
い

し
は
帰
敬
式
と
い
う
法
会
を
活
用
、
生
か
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う

よ
う
な
テ
ー
マ
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
浄
土
宗
僧
侶
の
位
置
づ
け
、
あ
り
方
と
い
う
の
は
い
か

に
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
教
師
養
成
を

司
る
宗
務
庁
あ
る
い
は
総
・
大
本
山
等
も
含
め
て
、
い
ま
一
度
そ
う

し
た
こ
と
を
根
本
か
ら
考
え
直
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
、
実
に
厳
し
い
、
し
か
し
ま
こ
と
に
的
を
射
た
ご
提
言
を
頂
戴

い
た
し
ま
し
た
。

　

以
上
、
３
先
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
な
ご
報
告
、
ご
指
摘
を
頂
戴

い
た
し
ま
し
た
。
本
日
の
与
え
ら
れ
た
時
間
は
も
う
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
後
藤
先
生
と
西
城
先
生
と
阪
口
先
生
か
ら
一

言
ず
つ
、
ご
自
身
以
外
の
お
二
方
の
先
生
へ
の
ご
提
言
も
踏
ま
え
て
、

感
想
を
頂
戴
し
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
は
後
藤
先
生
か
ら
、
両
先
生
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

後
藤　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
後
藤
で
す
。
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ま
ず
西
城
先
生
は
、
同
じ
東
京
教
区
江
東
組
で
、
日
ご
ろ
か
ら
親

し
く
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
が
疑
問
に
思
う
こ
と
を
い
つ
も

隣
で
教
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
間
で
す
の
で
、
今
日
ご
発
表
い
た

だ
き
ま
し
た
こ
と
も
、
以
前
い
ろ
い
ろ
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
帰
敬
式
に
関
し
て
は
、
西
城
先
生
の
ご
発
表
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
と
り
わ
け
浄
土
宗
の
帰
敬
式
の
大
も
と
に
な
っ
た
の
は
、

大
玄
『
授
日
課
法
則
』
で
あ
っ
て
、
差
定
等
を
見
る
と
、
や
は
り
三

帰
三
竟
を
阿
弥
陀
様
に
対
し
て
行
う
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
私
自
身
は
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
阪
口
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
が
、
も
う

本
当
に
一
番
教
化
の
進
ん
で
い
る
大
阪
教
区
に
於
い
て
、
と
り
わ
け

阪
口
先
生
の
ご
自
坊
で
も
も
う
授
戒
は
何
度
も
さ
れ
て
い
ま
す
し
、

私
ど
も
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
お
答
え
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
あ
り
が

た
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
最
後
の
人
間
形
成
に
関
し
て
、
本
当
に
檀
信
徒
の
人
間
形
成

よ
り
も
我
々
僧
侶
側
の
人
間
形
成
、
も
っ
と
言
え
ば
私
自
身
の
人
間

形
成
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
逆
上
っ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
特
に

昨
年
私
は
授
戒
会
の
勧
誡
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ

の
と
き
本
当
に
私
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
胸
に
手
を
当
て
て
考
え
ま

し
た
。
こ
ん
な
私
が
人
に
戒
を
説
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
振
り
返
っ
て
、
我
々
僧
侶
側
と
い
う
か
、
私
自
身
の
人
間

形
成
を
常
に
自
問
自
答
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
な
、
と
い
う
ふ

う
な
こ
と
を
思
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
続
き
ま
し
て

西
城
先
生
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

西
城　

ま
ず
阪
口
先
生
の
五
重
開
筵
の
ご
報
告
で
、
明
治
時
代
の

５
～
９
年
あ
た
り
は
、
東
京
で
は
廃
仏
毀
釈
で
仏
教
の
「
ぶ
」
の
字

も
言
え
な
い
と
き
に
、
五
重
相
伝
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
、
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

五
重
相
伝
を
行
っ
て
い
な
い
地
域
は
、
や
は
り
帰
敬
式
を
盛
ん
に

行
う
ほ
う
が
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
明
日
、
自
坊
の
で
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
を
行
い
ま
す
。
始
ま
る

前
に
お
念
仏
を
し
ま
す
。
初
め
て
の
と
き
に
１
分
や
れ
ば
い
い
か
な

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
１
分
で
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
、「
も
う
や
め

ち
ゃ
う
の
」
と
子
供
が
泣
き
出
し
ま
し
て
、
私
の
ほ
う
が
、
お
念
仏

が
足
り
な
い
な
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

夏
休
み
の
子
供
会
で
は
「
流
し
そ
う
め
ん
」
を
す
る
の
で
す
が
、

そ
の
前
に
、
来
る
子
は
百
万
遍
の
お
数
珠
繰
り
を
し
ま
す
。
親
玉
を
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５
回
ぐ
ら
い
頭
に
い
た
だ
い
た
ら
終
わ
る
よ
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い

う
と
き
に
ち
ゃ
ん
と
、
そ
う
め
ん
が
食
べ
た
い
の
か
、
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
結
構
一
生
懸
命
お
数
珠
を
回
し
て
く
れ
ま
す
。

　

子
供
会
の
終
わ
る
三
月
に
、
帰
敬
式
の
説
明
し
て
か
ら
、
簡
単
に

帰
敬
式
を
行
い
ま
す
。
子
ど
も
に
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
よ
か
っ
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私
は
得
度
式
は
７
５
０
年
御
忌
の
と

き
に
椎
尾
大
僧
正
よ
り
得
度
式
を
受
け
ま
し
た
。
藤
井
御
前
か
ら
、

「
得
度
式
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。「
全
く
忘
れ
ま
し
た
。
と
に
か
く
寒
か
っ
た
と
き

な
の
で
、
灌
頂
洒
水
の
水
が
と
て
も
冷
た
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を

述
べ
ま
し
た
が
、
藤
井
御
前
は
、「
そ
れ
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
と
に
か
く
、
小
さ
な
と
き
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
仏
教
に

触
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。
確
か
に
大
人
に
な
っ
て
か
ら
で
も
い
い
の

で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
子
供
の
と
き
か
ら
仏
教
に
触
れ
る
よ
う
な
帰

敬
式
を
行
っ
て
い
く
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い

ま
す
。

　

私
の
江
東
組
で
は
、
五
重
相
伝
と
か
、
帰
敬
式
も
組
で
行
っ
て
い

ま
す
。
私
の
寺
だ
け
で
は
五
重
相
伝
は
な
か
な
か
で
き
な
い
も
の
で

す
か
ら
、
そ
れ
に
向
け
て
、
私
は
帰
敬
式
を
子
供
会
で
行
っ
て
い
ま

す
。
少
し
言
葉
が
足
り
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
帰
敬
式
は
や
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
阪
口
先
生
か
ら
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

阪
口　

後
藤
先
生
の
本
当
に
細
か
い
ア
ン
ケ
ー
ト
、
感
心
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
戒
牒
を
自
坊
で
作
成
し
た
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
五
重
の
伝
巻
で
も
た
ま
に
そ
う
い
う
お
寺
が

あ
り
ま
す
が
、
私
個
人
と
し
て
は
、
あ
れ
は
ど
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

制
誡
に
「
血
脈
、
書
籍
、
披
見
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
の
こ
と
」
と

さ
れ
て
い
る
の
に
、
印
刷
屋
へ
出
し
て
、
そ
れ
を
つ
く
る
と
い
う
の

は
ね
。

　

い
ろ
い
ろ
な
人
が
印
刷
屋
さ
ん
で
勤
め
て
い
ま
す
か
ら
、
い
ろ
い

ろ
な
人
が
見
る
。「
何
だ
、
こ
ん
な
も
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
お
金
だ
け
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、
や
は

り
ご
本
山
か
ら
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　

　

そ
れ
を
言
う
と
、「
本
山
で
も
印
刷
屋
で
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い

か
」
と
言
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
理
屈
を
こ
ね
ら
れ
て
は
、
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ち
ょ
っ
と
困
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
れ
か
ら
、
後
藤
先
生
の
中
で
、
受
者
数
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い

て
あ
り
ま
し
た
が
、
一
番
大
切
な
の
は
、
開
筵
し
て
も
や
は
り
出
席

率
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
ね
。
よ
く
“
座
布
団

五
重
”
な
ん
て
言
わ
れ
て
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

　

１
日
目
、
行
っ
た
ら
全
部
座
っ
て
お
っ
て
、
２
日
目
に
行
っ
た
ら

前
の
ほ
う
だ
け
だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
で
、
そ
れ
が
授
戒
、
五
重
と
し

て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
い
さ
さ
か
疑
問
を

感
じ
ま
す
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
出
席
率
。

　

そ
の
た
め
に
、
私
ど
も
の
寺
で
は
出
席
カ
ー
ド
を
つ
く
り
ま
し
た
。

朝
来
た
ら
、
そ
れ
を
受
付
に
出
し
て
、
判
を
押
し
て
も
ら
っ
て
、
午

前
、
午
後
出
席
す
る
。
で
、
帰
り
に
ま
た
出
席
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

く
。
で
、
ま
た
次
の
日
、
朝
来
た
ら
そ
れ
を
受
付
に
出
す
と
い
う
よ

う
な
こ
と
で
、
そ
う
い
た
し
ま
し
た
ら
、
も
と
も
と
出
席
率
は
よ
か

っ
た
で
す
が
、
ほ
ぼ
１
０
０
％
に
近
く
な
り
ま
し
た
。

　

も
し
ど
う
し
て
も
病
院
と
か
の
都
合
で
帰
ら
れ
る
方
は
、「
申
し

わ
け
な
い
で
す
け
れ
ど
も
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ

う
い
う
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
し
、
や
は
り
開
筵
す
る
か
ら
に

は
、
ち
ゃ
ん
と
出
席
率
と
い
う
こ
と
も
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
西
城
先
生
の
お
話
の
中
で
、
本
当
に
事
細
か
く
歴
史

的
な
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
懺
悔
紙
を
梵
焼
と
い
う
か
焼
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
演

出
で
す
が
、
も
う
五
重
、
授
戒
に
関
し
て
は
だ
ん
だ
ん
付
け
足
し
、

付
け
足
し
が
ふ
え
て
、
演
出
、
演
出
、
演
出
に
な
っ
て
、
そ
の
本
質

が
何
か
失
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
そ
ん
な
き
ら
い
が

あ
り
ま
す
。

　

本
当
に
所
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
演
出
が
ど
う
も
あ
る
よ
う
で
、

私
の
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
石
川
県
の
能
登
の
ほ
う
で
は
、

夜
に
そ
の
暗
夜
道
場
を
す
る
と
。
そ
し
て
、
新
受
者
が
本
堂
の
周
り

を
夜
に
回
る
の
だ
と
。

　

そ
し
て
古
受
者
が
こ
こ
へ
来
て
、
上
か
ら
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
つ
る
し

て
、
お
ば
け
屋
敷
み
た
い
な
こ
と
を
す
る
の
だ
と
。
そ
し
て
脅
か
し

て
お
い
て
、
本
堂
へ
入
っ
た
ら
も
う
受
者
が
ガ
タ
ガ
タ
震
え
て
い
る

よ
う
な
、
そ
ん
な
よ
う
な
お
話
も
聞
き
ま
す
か
ら
。

　

所
々
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
本
筋
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

　

そ
し
て
、
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
や
は
り
や
っ
て
も
意
味
が

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
地
域
、
地
域
、
そ
し
て
そ
の
お
寺
、
お
寺
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に
実
情
は
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
合
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
五
重
と
授
戒
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
い
ま
し
て
も
、
平
成

24
年
の
10
月
か
ら
平
成
25
年
の
９
月
号
の
『
宗
報
』
で
開
筵
の
報
告

が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
見
て
み
ま
し
た
。

　

74
カ
寺
で
五
重
が
開
筵
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
う
ち
69
カ
寺

が
西
日
本
で
す
。
東
日
本
は
５
カ
寺
な
の
で
す
。
93
％
が
西
日
本
で
、

東
日
本
は
７
％
で
す
。
そ
の
う
ち
56
カ
寺
が
近
畿
地
方
で
あ
り
ま
し

て
、
76
％
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

１
年
間
見
た
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
違
い
が
あ
る
。
授
戒
の
ほ
う
に

至
っ
て
は
15
カ
寺
、
そ
の
う
ち
西
日
本
が
14
カ
寺
、
東
日
本
が
１
カ

寺
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
西
日
本
が
93
％
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
か
と
思
う
の
で
す
が
。
や
る
気
さ
え
あ
れ
ば
私
は
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
で
き
た

ら
も
う
東
の
方
も
ど
ん
ど
ん
そ
の
授
戒
、
五
重
を
、
今
し
な
け
れ
ば
、

５
年
後
、
10
年
後
、
20
年
後
、
30
年
後
に
は
、
そ
れ
は
も
う
大
変
な
、

も
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

開
筵
し
た
ら
赤
字
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
そ

う
す
る
と
そ
の
場
、
そ
の
と
き
は
赤
字
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
後
々

や
は
り
ト
ー
タ
ル
し
た
ら
、
信
仰
と
し
て
形
が
残
っ
て
い
く
。
そ
の

ほ
う
が
大
事
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
た
東

の
ご
寺
院
の
方
も
こ
の
開
筵
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
な
と
、
そ
の
よ

う
に
切
に
お
願
い
す
る
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
、
後
藤
先
生
、
西
城

先
生
、
阪
口
先
生
か
ら
、
両
先
生
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
い
た
し
ま

し
た
。

　

本
来
で
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
の
ご
質
問
に
対
し
て
、

再
度
お
話
を
頂
戴
す
べ
き
で
す
が
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
も
含
め
ま
し

て
、
明
日
ま
た
15
分
間
ず
つ
先
生
方
か
ら
ご
提
言
を
頂
戴
し
ま
す
の

で
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
本
年
度
の
「
授
戒
会
・

帰
敬
式
―
人
間
形
成
と
信
仰
継
承
の
た
め
に
―
」
と
い
う
大
会
テ
ー

マ
の
も
と
で
、
３
先
生
か
ら
ま
こ
と
に
多
面
的
、
多
角
的
な
ご
提
言

を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
明
日
も
別
の
視
点
か
ら
続
編
と
い
う

こ
と
で
本
日
の
お
話
を
深
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
ご
報
告
、

ご
提
言
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
厚
く
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。
い
ま
一
度
、
３
先
生
に
大
き
な
拍
手
を
い
た
だ
き
た
い
と
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思
い
ま
す
（
拍
手
（。

〔
同
称
十
念
〕　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
（
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林
田　

そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
2
部
を
始
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
〔
同
称
十
念
〕　

　

昨
日
の
基
調
講
演
で
、
宮
林
台
下
よ
り
「
浄
土
宗
の
授
戒
の
本

質
」
と
い
う
、
貴
重
な
お
話
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
午

後
に
は
「
授
戒
会
・
帰
敬
式
―
人
間
形
成
と
信
仰
継
承
の
た
め
に

―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
で
、
三
先
生
か
ら
ご
報
告
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

本
日
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
を
説
明
い
た
し
ま
す
が
、
昨
日
申
し
上

げ
ま
し
た
よ
う
に
、
三
先
生
か
ら
一
人
15
分
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
の
後
、
会
場
の
皆
様
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
、
各
先
生
か
ら

の
ご
回
答
を
い
た
だ
き
、
最
後
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
か
ら
ご
順
に
昨
日
の
続
き
の
お

話
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
後
藤
先
生
よ
り
お
願
い
し

ま
す
。

　

後
藤　

総
合
研
究
所
、
布
教
研
究
班
の
後
藤
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。（
左
記
参
照
（
昨
日
も
申
し
ま
し
た
が
、
昨
年
の

５
月
、
江
東
組
で
組
主
催
の
授
戒
会
が
開
筵
さ
れ
、
僣
越
な
が
ら
勧

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
２
部

授
戒
会
・
帰
敬
式

�

■
パ
ネ
ラ
ー�

　

阪
口
祐
彦

　

後
藤
真
法

　

西
城
宗
隆

�

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー�

　

林
田
康
順
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誡
師
の
任
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
原
稿
を
作
る
際
、
い
ろ
い
ろ

と
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
思
っ
た
こ
と
を
、

こ
こ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

 

授
戒
会
の
説
戒
（
勧
誡
）
に
関
す
る
管
見 

①
浄
土
門
帰
入
前
の
受
者
と
帰
入
後
の
受
者
で
は
、
説
戒
内
容
を
変

え
る
べ
き
？ 

　

→
的
門
『
普
通
圓
戒
辨
釈
』
に
お
け
る
通
・
別
二
規
を
参
考
に
。 

②
色
法
戒
体
「
性
無
作
の
仮
色
」
を
「
仏
性
」
と
断
言
し
て
良
い
の

か
？ 

　

→
各
布
教
師
の
「
説
戒
」
本
に
お
い
て
は
「
仏
性
」
が
当
た
り

前
？ 

③
「
念
仏
」
と
「
持
戒
」
の
位
置
づ
け
を
ど
う
説
く
か
？ 

　

※
『
宗
要
』
一
に
云
く
「
廬
山
の
慧
遠
、
十
八
の
大
賢
は
皆
な
持

戒
の
人
な
れ
ど
も
、
是
れ
念
仏
を
本
と
為
る
の
上
に
、
余
法
を
助

業
と
為
す
」
と
。
～
何
ぞ
正
雑
兼
行
と
云
わ
ん
や
。『
見
聞
』
に

云
く
、「『
観
経
』
の
上
中
二
品
の
発
心
と
持
戒
と
は
、
各
々
己
れ

の
業
を
以
て
正
因
と
為
す
が
故
に
雑
行
な
り
。『
観
念
法
門
』
の

唯
須
持
戒
念
仏
は
念
仏
の
為
の
持
戒
な
る
が
故
に
雑
行
に
非
ず
」

と
。 （
聖
冏
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』） 

④
「
念
戒
一
致
」
と
い
う
用
語
の
濫
用
？ 

　

※
浄
土
宗
義
に
お
い
て
は
戒
は
念
仏
に
対
し
て
助
業
（
異
類
助

業
）
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
念
仏
教
徒
を
し
て
「
は
ぐ
く
み
」
助

け
、
正
し
い
行
為
を
な
す
べ
く
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

平
常
、
戒
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
戒
徳
が
次
第
に
身
心

に
薫
習
し
て
、
自
然
に
戒
法
に
か
な
っ
た
行
為
を
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
に
な
っ
て
助
業
と
さ
れ
た
戒
法
は
念
仏
生
活
の
中
に

溶
融
し
て
意
識
せ
ざ
る
戒
法
と
な
る
。
こ
れ
を
先
学
は
念
戒
一
致
、

ま
た
は
無
戒
の
戒
と
も
呼
ん
で
い
る
。 

（
平
成
６
年
度
『
布
教
・

教
化
指
針
』） 

　

→
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
昭
和
56
年
～
平
成
６
年
度
の
『
布
教
・
教

化
指
針
』
に
説
か
れ
て
い
る 

　

※
要
す
る
に
、
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の
精
神
を
三
聚
浄
戒
と
い
う

の
で
、
往
生
浄
土
の
道
は
安
心
起
行
具
足
で
、
往
生
を
願
う
は
上

求
菩
提
で
、
そ
の
目
的
は
一
切
衆
生
を
済
度
せ
ん
が
た
め
で
あ
る

か
ら
下
化
衆
生
で
あ
る
。
故
に
こ
の
三
聚
浄
戒
は
悉
く
念
仏
生
活

に
あ
り
と
教
え
る
も
の
で
、
こ
れ
を
念
戒
一
致
と
い
う
。 

（
滋
賀

教
区
発
行
『
授
菩
薩
戒
儀
』）

　

思
う
と
こ
ろ
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
に
①
、
②
、
③
と
書
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い
た
内
容
で
す
。
こ
の
全
容
を
正
し
く
理
解
し
た
い
と
は
思
い
ま
し

た
が
、
伝
宗
、
伝
戒
史
な
ど
の
知
識
や
天
台
教
学
等
々
の
知
識
が
不

可
欠
ら
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
よ
う
な
者
に
は
と
て
も
扱
い
切

れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
理
屈
や
枝
葉
末
節
の
こ
だ
わ
り
の
よ
う
な
、
難

し
い
話
を
お
檀
家
さ
ん
に
話
す
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

私
が
納
得
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
檀
家
さ
ん
に
自
信
を
持
っ
て
説
戒

で
き
ま
せ
ん
。

　

勧
誡
師
で
あ
る
た
め
に
は
ま
ず
自
分
が
納
得
し
て
い
な
け
れ
ば
と

い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思

わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
と
問
題
提
起
を
し
た
次
第
で
す
。

　

ま
ず
①
、
浄
土
門
帰
入
前
の
受
者
と
帰
入
後
の
受
者
に
対
し
て
で

は
、
説
戒
内
容
を
変
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
副
題
で
、

的
門
上
人
『
普
通
圓
戒
辨
釈
』
に
お
け
る
通
・
別
二
規
を
参
考
に
と

書
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
一
言
で
授
戒
会
と
言
っ
て
も
、
仏
教
徒
に
な
る
た
め
に
、

も
っ
と
大
き
く
言
え
ば
、
人
の
生
き
方
、
道
徳
を
説
く
た
め
の
授
戒

会
と
、
浄
土
宗
の
お
檀
家
の
方
を
対
象
に
、
例
え
ば
お
施
餓
鬼
な
ど

に
毎
年
毎
回
通
わ
れ
る
よ
う
な
、
篤
信
の
方
の
た
め
の
授
戒
会
で
は
、

説
戒
の
内
容
は
や
は
り
違
う
べ
き
な
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
つ
ま

り
、
開
筵
す
る
目
的
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
。

　

一
例
で
す
が
、
京
都
家
政
短
大
の
学
長
で
も
あ
っ
た
三
枝
樹
正
道

先
生
の
授
戒
の
本
、『
浄
土
へ
の
願
い
』
と
い
う
本
を
読
み
ま
し
た
。

こ
れ
は
学
生
対
象
の
授
戒
会
で
し
た
。

　

こ
の
本
の
中
で
、
先
生
が
授
戒
を
行
っ
た
時
に
、
学
生
の
中
に
カ

ト
リ
ッ
ク
の
神
父
さ
ん
の
お
子
さ
ん
が
い
て
、「
う
ち
の
子
を
仏
教

徒
に
さ
れ
て
は
困
る
」
と
神
父
さ
ん
が
抗
議
に
来
ら
れ
た
。

　

す
る
と
三
枝
樹
先
生
は
、「
い
や
、
授
戒
会
と
い
う
の
は
仏
教
徒

に
す
る
た
め
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て
良
心
の
目
覚
め
を
促
す
た
め

に
行
う
の
だ
。
真
人
間
に
な
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
行
事
で
あ
る
」

と
ち
ゃ
ん
と
説
明
を
し
た
ら
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
結
構
だ
」

と
理
解
し
て
も
ら
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

　

学
校
研
修
な
ど
の
授
戒
会
や
帰
敬
式
は
、
ま
さ
に
そ
の
目
的
で
あ

っ
て
、
仏
教
徒
以
前
に
人
の
生
き
方
、
道
徳
な
ど
を
学
ば
せ
る
現
場
、

学
ん
で
い
た
だ
く
場
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
事
な
授
戒
会
で
す
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
今
度
は
浄
土
宗
の
信
者
に
対
す
る
授
戒
会
な
ら

ば
、
説
戒
の
内
容
は
変
わ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
回

答
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
お
書
き
し
ま
し
た
的
門
上
人

の
『
普
通
圓
戒
辨
釈
』
と
い
う
勧
誡
録
で
し
た
。
こ
れ
は
、
浄
土
宗

総
合
研
究
所
の
井
野
先
生
が
八
百
年
遠
忌
の
論
集
に
こ
の
こ
と
を
取



─ 71 ─

り
上
げ
て
い
た
の
で
、
私
も
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
浄
土
宗
の
授
戒
会
に
は
、
通
規
と
別
規
と

が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
通
・
別
二
規
な
の
だ
と
。
ほ
か

の
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
説
く
部
分
、
こ
れ
を
通
規
。
別
規
、
こ
れ
は

浄
土
宗
の
安
心
起
行
に
違
反
し
な
い
、
本
願
念
仏
を
説
く
部
分
。
こ

う
い
う
二
元
論
的
に
説
戒
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提

案
で
す
。

　

例
え
ば
、
十
二
門
戒
儀
の
第
二
、
三
帰
で
す
が
、
三
帰
は
も
ち
ろ

ん
通
規
で
、
当
然
「
帰
依
仏
両
足
尊
」、
お
釈
迦
様
に
対
し
て
帰
依

す
る
。「
帰
依
法
」、
八
万
四
千
の
す
べ
て
の
法
門
に
帰
依
す
る
。

「
帰
依
僧
」
は
仏
教
教
団
に
対
す
る
帰
依
。
こ
の
三
帰
で
す
が
、
こ

れ
を
一
度
説
い
た
あ
と
二
元
論
的
に
、
浄
土
宗
で
は
阿
弥
陀
仏
に
帰

依
し
、
浄
土
三
部
経
に
帰
依
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
観
音
勢
至
、
両
菩

薩
、
善
導
、
法
然
、
両
大
師
に
帰
依
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
、

二
元
論
的
に
説
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
伝
法
上
の
「
正
授
戒
」
道
場
で
は
、
本

尊
が
ど
う
な
る
の
か
、
本
尊
論
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
が
、
今

私
が
申
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
勧
誡
中
の
説
明
と
し
て
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
第
五
、
発
心
。
発
心
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
発
菩
提
心
で

あ
り
、
当
然
な
が
ら
四
弘
誓
願
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

の
で
す
が
、
浄
土
宗
の
お
檀
家
さ
ん
に
は
二
元
論
的
に
浄
土
宗
で
は

こ
れ
は
願
往
生
心
で
あ
る
ぞ
と
説
く
こ
と
が
大
事
と
い
う
内
容
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
、
お
檀
家
さ
ん
に
話
す
上
で
は
、
臨
機
応
変
に
説
戒
を

工
夫
し
、
こ
の
よ
う
に
す
る
の
も
整
理
づ
け
ら
れ
て
良
い
と
思
い
ま

す
。

　

次
に
②
に
で
す
が
、「
授
戒
」
授
け
る
方
の
戒
、
戒
体
発
得
の
部

分
で
す
が
、
色
法
戒
体
「
性
無
作
の
仮
色
」
を
「
仏
性
」
と
断
言
し

て
よ
い
の
か
？　

各
布
教
師
の
説
戒
本
、
勧
誡
録
に
お
い
て
は
「
仏

性
」
が
当
た
り
前
？　

と
い
う
様
に
、
こ
れ
も
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー

ク
と
し
ま
し
た
。

　

あ
く
ま
で
私
が
見
る
限
り
で
す
が
、
戒
体
に
関
し
て
は
、
昔
か
ら

碩
学
の
先
生
方
が
、
様
々
な
論
文
を
残
し
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
私

も
一
所
懸
命
読
ん
で
み
る
の
で
す
が
難
し
す
ぎ
る
。
確
か
に
天
台
宗

で
は
、
真
如
仏
性
を
も
っ
て
戒
体
と
す
る
云
々
、
仏
性
戒
の
記
述
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
色
法
戒
体
が
イ
コ
ー
ル
仏
性
と
は
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
は
書
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
布
教
師
の
先
生
方
が
残
さ
れ
た
勧
誡
録
で
は
、
私
が

昨
年
集
め
た
７
冊
の
う
ち
６
冊
が
、
ほ
ぼ
全
員
の
方
が
戒
体
と
は
イ

コ
ー
ル
仏
性
、
イ
コ
ー
ル
と
は
書
い
て
い
な
い
方
も
い
ま
す
が
、
ど
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う
読
ん
で
も
戒
体
は
仏
性
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

一
人
だ
け
お
名
前
を
出
し
ま
す
と
、
恵
谷
隆
戒
先
生
は
「
仏
性
戒

と
理
解
す
る
説
も
あ
る
」
く
ら
い
で
、
イ
コ
ー
ル
と
は
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
布
教
の
先
生
方
に

物
申
す
つ
も
り
な
ど
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
皆
様
が
一
様
に
仏

性
と
説
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
問
題

提
起
で
す
。

　

そ
も
そ
も
法
然
上
人
は
、
師
匠
で
あ
る
叡
空
上
人
と
立
破
再
三
に

及
ぶ
ほ
ど
の
戒
体
論
争
を
し
て
、「
性
無
作
の
仮
色
」
で
あ
る
と
さ

れ
た
。
我
々
の
「
心
」
の
側
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
、
我
々
は
天
台
の
戒
体
論
で
は
な
く
て

法
然
上
人
の
み
心
に
準
ず
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
私
に
は
も
う
こ
れ
以
上
ど
う
こ
う
と
い
う
こ
と
は
申
せ

ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は
教
学
の
先
生
方
に
、
明
確
な
ご
意
見
を
頂
戴

し
た
い
と
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

③
、「
念
仏
」
と
「
持
戒
」、
今
度
は
持
つ
方
の
戒
で
す
。
持
戒
の

位
置
づ
け
を
ど
う
説
く
か
。
私
が
昨
年
勤
め
た
と
き
の
受
者
は
、
ほ

と
ん
ど
五
重
相
伝
を
受
け
て
い
な
い
、
初
め
て
そ
う
い
う
機
会
に
参

加
さ
れ
た
と
い
う
方
ば
か
り
で
し
た
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
必
然
的
に
ま
ず
お
念
仏
の
こ
と
を
説
か
ね
ば
な
ら

な
い
し
、
戒
だ
け
で
は
な
く
、
我
々
が
勤
め
る
お
念
仏
の
理
解
を
し

て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
方
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

勧
誡
録
の
中
に
は
、
特
に
関
西
の
先
生
の
勧
誡
録
の
中
に
は
、
全

く
お
念
仏
の
こ
と
を
説
か
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

は
当
然
五
重
相
伝
を
す
で
に
受
け
て
い
る
方
を
前
に
し
て
、
こ
ん
な

こ
と
は
当
然
で
し
ょ
う
と
、
お
念
仏
の
こ
と
は
二
～
三
行
し
か
出
て

こ
な
い
と
い
う
本
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
お
念
仏
の
生
活
と
戒
を
保
つ
こ
と
の
位
置
づ
け
を
分
か
り
や

す
く
お
檀
家
さ
ん
に
説
く
こ
と
が
第
一
の
問
題
で
し
た
。

　

ま
ず
は
浄
土
宗
の
戒
脈
を
理
論
づ
け
ら
れ
た
聖
冏
上
人
の
、
昨
日

の
宮
林
台
下
の
お
話
に
ご
ざ
い
ま
し
た
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』、
冏
師

の
お
言
葉
が
こ
の
文
章
で
す
、

　
『
宗
要
』
一
に
曰
く
「
廬
山
の
慧
遠
、
十
八
の
大
賢
は
皆
持
戒
の

人
な
れ
ど
も
、
こ
れ
念
仏
を
本
と
為
る
の
上
に
、
余
法
を
助
業
と
為

す
」
と
。「
何
ぞ
正
雑
兼
行
と
い
わ
ん
や
。『
見
聞
』
に
い
わ
く
、

『
観
経
』
の
上
中
二
品
の
発
心
と
持
戒
と
は
、
各
々
己
れ
の
業
を
も

っ
て
正
因
と
為
す
が
故
に
雑
行
な
り
。『
観
念
法
門
』
の
た
だ
須
ら

く
持
戒
念
仏
す
べ
き
は
、
念
仏
の
た
め
の
持
戒
な
る
が
故
に
、
雑
行

に
あ
ら
ず
」
と
い
う
、
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
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ま
し
た
。

　

も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
大
ま
か
に
言
い
ま
す
と
、
初
め

の
『
宗
要
』
と
い
う
の
は
、
二
祖
様
の
『
西
宗
要
』
で
し
て
、
十
八

大
賢
と
い
う
の
は
、
慧
遠
が
結
社
し
た
白
蓮
社
の
十
八
人
の
指
導
者
、

こ
の
方
た
ち
も
戒
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
を
本
と
し
て
い

る
か
ら
持
戒
は
助
業
と
な
る
と
、
二
祖
様
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、

「
何
ぞ
正
雑
兼
行
と
い
わ
ん
や
」
と
。

　

ま
た
さ
ら
に
、『
見
聞
』
と
は
、
三
祖
様
の
『
浄
土
宗
要
集
聴
書
』

で
す
。
三
祖
様
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、『
観
経
』
の
上
品
と
中
品

に
説
か
れ
て
い
る
発
心
と
持
戒
は
、
雑
行
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
善
導

大
師
が
『
観
念
法
門
』
の
中
で
「
た
だ
す
べ
か
ら
く
持
戒
念
仏
す
べ

し
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
念
仏
の
た
め
の
持
戒
だ
か
ら
、

雑
行
で
は
な
い
。
で
は
何
か
と
言
え
ば
、
前
半
に
あ
る
「
異
類
の
助

業
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
そ
れ
で
納
得
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
疑
問
に
思
っ
た

の
が
、
④
の
「
念
戒
一
致
」
と
い
う
用
語
の
濫
用
で
す
。

　

念
戒
一
致
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
私
も
加
行
で
聞
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
今
自
分
が
そ
れ
を
人
に
話
す
立
場
に
な
っ
て
、「
こ
れ
は
本
当

に
分
か
ら
な
い
」
と
感
じ
た
の
で
す
。

　

念
戒
一
致
、
こ
こ
に
書
い
た
の
は
平
成
６
年
度
の
『
布
教
・
教
化

指
針
』
で
す
が
、「
浄
土
宗
義
に
お
い
て
、
戒
は
念
仏
に
対
し
て
助

業
（
異
類
助
業
（
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
念
仏
教
徒
を
は
ぐ
く
み
、

助
け
、
正
し
い
行
為
を
な
す
べ
く
導
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

平
常
、
戒
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
戒
徳
が
次
第
に
身
心
に

薫
習
し
て
、
自
然
に
戒
法
に
か
な
っ
た
行
為
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
と
き
に
な
っ
て
助
業
と
さ
れ
た
戒
法
は
念
仏
生
活
の
中
に
溶
融

し
て
意
識
せ
ざ
る
戒
法
と
な
る
。
こ
れ
を
先
学
は
念
戒
一
致
ま
た
は

無
戒
の
戒
と
呼
ん
で
い
る
。」
こ
の
同
様
の
内
容
が
昭
和
56
年
か
ら

平
成
６
年
の
14
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
浄
土
宗
教
学
局
が
出
す

『
布
教
・
教
化
指
針
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
浄
土
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
浄
土
宗
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

ロ
グ
イ
ン
し
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
見
る
と
、
こ
の
『
布
教
・

教
化
指
針
』
を
全
部
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
浄
土
宗
の
『
布
教
・
教
化
指
針
』
と
し
て
、
こ
れ
が
永
久
に

残
っ
て
い
く
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
元
佛
教
大
学
の
明
山
先
生
も
論
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
昭
和
61
年
度
、
62
年
度
は
、
布
教
の
具
体
的
方
法
と

し
て
、
仏
教
徒
た
る
自
覚
と
い
う
中
に
、
イ
、
授
戒
会
、
ロ
、
五
重

相
伝
、
ハ
、
念
戒
一
致
、
ニ
、
別
時
念
仏
と
、
同
列
に
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
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こ
の
他
に
も
、
滋
賀
教
区
発
行
で
、
授
戒
会
に
お
い
て
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
伝
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
も
、

「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
の
精
神
を
三
聚
浄
戒
と
い
う
の
で
、
往
生
浄

土
の
道
は
安
心
起
行
具
足
で
、
往
生
を
願
う
は
上
求
菩
提
、
そ
の
目

的
は
一
切
衆
生
を
済
度
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
か
ら
下
化
衆
生
で
あ
る
。

ゆ
え
に
こ
の
三
聚
浄
戒
は
こ
と
ご
と
く
念
仏
生
活
に
あ
り
と
教
え
る

も
の
で
、
こ
れ
を
念
戒
一
致
と
い
う
」
と
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
お
檀
家
さ
ん
に
説
こ
う
と
思
う
と
、
こ
れ
を
言
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

な
と
、
私
は
思
い
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
も
ち
ろ
ん
自
分
が
説
く
と
き
は
念
戒
一
致
と
も

説
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
戒
体
に
つ
い
て
も
仏
性
と
イ
コ
ー
ル

と
は
説
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
自
分
で
分
か
ら
な
い
こ
と
は
、
人

に
は
し
っ
か
り
と
伝
わ
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

皆
様
い
ろ
い
ろ
ご
意
見
や
ご
批
判
が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
ご
容

赦
い
た
だ
き
、
ま
た
、
ご
指
摘
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
引
き
続
き
、
西

城
宗
隆
先
生
よ
り
、
昨
日
の
ご
報
告
の
続
き
を
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

西
城　

ま
ず
授
戒
会
の
懺
悔
会
な
ど
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
、

次
に
『
浄
土
宗
法
要
集
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
法
会
と
帰
敬
式
の

概
念
を
広
義
に
解
釈
し
て
展
開
し
た
法
要
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

帰
敬
式
を
始
め
、
結
婚
式
な
ど
も
教
化
儀
礼
と
称
し
て
、
通
過
儀

礼
を
仏
教
式
の
儀
礼
で
行
う
と
い
う
こ
と
を
檀
信
徒
に
勧
め
る
こ
と

を
提
唱
し
ま
す
。
仏
教
徒
な
ら
ば
仏
教
式
に
通
過
儀
礼
を
行
う
と
い

う
考
え
で
す
。

　

つ
ま
り
、「
通
過
儀
礼
＝
帰
敬
式
＝
教
化
儀
礼
」
な
の
で
す
が
、

授
戒
会
の
た
め
の
帰
敬
式
の
み
な
ら
ず
、
胎
児
、
幼
児
、
子
供
、
成

人
と
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
た
め
の
帰
敬
式
、
檀
信
徒
に
な
る
た
め
の

入
檀
式
、
信
仰
継
承
の
た
め
の
帰
敬
式
と
、
世
代
交
代
す
る
と
き
の

帰
敬
式
な
ど
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
檀
信
徒
教
化
で
も
あ
り
、
寺
院
経
営
の
た
め
の
帰
敬
式
で

も
あ
り
ま
す
。
授
戒
会
は
戒
師
対
大
衆
に
対
し
て
、
帰
敬
式
は
一
対

一
な
い
し
は
一
対
二
と
い
う
よ
う
な
対
機
説
法
で
す
。

　

ま
ず
授
戒
の
勤
め
方
に
対
し
て
、
一
言
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。「
難
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
、
や
さ
し
い
こ
と
を
深
く
、
深
い

こ
と
を
お
も
し
ろ
く
」。
こ
れ
は
井
上
ひ
ろ
し
さ
ん
の
言
葉
で
す
。
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勧
誡
師
は
こ
れ
で
よ
い
の
で
す
が
、
正
授
戒
、
正
伝
法
の
と
き
に
お

も
し
ろ
お
か
し
く
説
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
伝
法
伝
戒

は
深
い
こ
と
を
重
々
し
く
述
べ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

表
白
の
捧
読
法
は
、
こ
の
近
年
の
御
忌
の
唱
導
師
上
人
等
を
見
ま

す
と
、
読
み
聞
か
せ
み
た
い
な
、
ま
た
は
原
稿
を
読
む
よ
う
な
方
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
「
一
枚
起
請
文
」
を
読
む
よ
う
に
お

経
的
な
、
少
し
抑
揚
を
つ
け
た
捧
読
法
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。「
菩
薩
戒
経
の
序
」
と
脇
師
は
、
自
ら
理
解
し
暗
記

す
る
ほ
ど
読
み
こ
な
す
も
の
だ
と
教
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

五
重
相
伝
の
要
偈
道
場
で
捧
読
す
る
「
授
手
印
の
序
」
も
同
様
で
、

自
ら
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
檀
信
徒
で
あ
る
受
者
は
全
く
わ
か
る
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
増
上
寺
の
大
野
法
道
台
下
は
結
縁
五
重
で
「
授

手
印
の
序
」
の
か
わ
り
に
「
一
枚
起
請
文
」
を
読
ま
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
坪
井
猊
下
の
説
で
す
が
、「
安
心
請
決
」
は
明
治
期
に
伝

法
用
語
を
全
く
省
略
し
て
現
在
捧
読
し
て
い
る
「
安
心
請
決
略
抄
」

と
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
結
縁
五
重
の
と
き
の
「
授
手
印
の
序
」
は

も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
し
て
も
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
『
菩
薩
戒
経
』
の
序
文
は
名
文
で
す
が
、「
と
ら
わ

れ
た
る
者
の
獄
を
出
で
た
る
が
ご
と
く
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を

省
略
し
て
、
も
う
少
し
簡
潔
に
し
て
も
よ
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
『
十
二
門
戒
儀
』
は
黒
谷
古
本
と
新
本
が
あ
り
ま
す
。
増
上
寺
は

現
在
で
も
黒
谷
古
本
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
恵
谷
先
生
は
新
本
の
み
で

行
わ
れ
て
い
る
と
『
続
浄
土
宗
全
書
』
で
解
説
を
し
て
い
ま
す
が
、

現
在
増
上
寺
道
場
で
は
黒
谷
古
本
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

　

黒
谷
古
本
と
新
本
を
比
較
し
ま
す
と
随
分
違
い
ま
す
。
伝
戒
師
と

伝
教
師
、
三
帰
一
竟
と
二
帰
三
竟
。
相
伝
戒
、
発
得
戒
と
か
一
得
永

不
失
戒
、
衆
生
受
仏
戒
と
い
う
語
彙
は
新
本
に
あ
り
ま
せ
ん
。
説
相

も
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
新
本
と
古
本
が
違
う
の
だ
と
ご

理
解
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

法
式
は
、
ど
う
し
て
も
本
山
等
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
正
し

い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
例
え
ば
、
脇
師
が
五
師
を
奉
請
し
、
証
明

師
を
立
て
て
証
明
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
高
齢
な
伝
戒
師

の
た
め
に
略
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
伝
統
化
さ
れ
た
儀
礼
で
す
。

　

第
三
の
請
師
は
伝
戒
師
み
ず
か
ら
不
現
前
の
五
師
を
奉
請
す
る
も

の
で
す
。
第
八
の
証
明
は
伝
戒
師
が
仏
菩
薩
に
告
げ
て
証
明
を
請
う

作
法
で
す
の
で
、
伝
戒
師
自
ら
が
釈
尊
前
に
向
か
っ
て
捧
読
す
る
の

で
あ
っ
て
、
脇
師
、
証
明
師
が
代
読
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
『
十
二
門
戒
儀
』
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
ご
理
解
で
き
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る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
授
戒
本
尊
の
奉
安
法
は
、
五
重
の
要
偈
道
場
と
、
授
戒
会

の
正
授
戒
で
の
掛
け
軸
の
脇
師
が
違
い
ま
す
。
釈
迦
三
尊
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
要
偈
と
授
戒
の
三
尊
を
間
違
え
て
借
り
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　

授
戒
三
聖
は
釈
尊
・
文
殊
・
弥
勒
で
懐
色
の
法
衣
、
そ
し
て
要
偈

の
釈
迦
三
尊
は
文
殊
・
普
賢
の
脇
師
で
荘
厳
服
と
い
う
こ
と
だ
け
で

も
憶
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

恵
谷
先
生
は
『
結
縁
授
戒
講
話
』
で
、
本
尊
前
に
授
戒
本
尊
の
掛

け
軸
を
奉
安
す
れ
ば
、
本
尊
を
拝
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
本
尊

に
向
か
っ
て
右
側
の
内
陣
に
掛
け
軸
を
奉
安
す
れ
ば
、
本
尊
と
授
戒

本
尊
を
拝
む
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
恵
谷
先
生
の
説
に
よ
れ
ば
、
本
尊
は
釈
尊
な
の
で
し
ょ
う
が
、

阿
弥
陀
三
尊
に
よ
る
授
戒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
授
戒
会
の
本
尊

は
釈
尊
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
三
尊
の
尊
顔
を
拝
め
る
よ
う
に
、
掛
け
軸

を
奉
安
す
る
工
夫
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
須
弥
壇
の
前
と
か
前
机

の
前
に
奉
安
し
て
、
阿
弥
陀
様
の
尊
顔
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

　

四
天
王
を
奉
安
す
る
場
合
、
恵
谷
先
生
の
説
の
と
き
は
本
尊
阿
弥

陀
如
来
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
四
天
王

の
御
木
像
は
そ
の
ま
ま
で
、
正
授
戒
の
み
四
天
王
の
幡
は
変
え
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

妙
瑞
上
人
は
、『
略
述
大
乗
戒
義
』
で
、
大
乗
戒
檀
に
つ
い
て
述

べ
て
い
ま
す
。
妙
瑞
上
人
は
、
伝
承
を
集
め
た
『
浄
宗
伝
灯
提
耳

懺
』
を
著
し
た
伝
法
学
者
で
す
。
続
浄
の
解
説
に
は
西
山
の
人
と
書

い
て
い
ま
す
が
、
飯
沼
弘
経
寺
の
ご
住
職
で
浄
土
宗
の
僧
侶
で
す
。

　

妙
瑞
上
人
の
書
い
た
「
大
乗
戒
壇
」
に
は
本
尊
釈
尊
、
脇
士
僧
形

の
文
殊
弥
勒
、
そ
し
て
壇
の
真
ん
中
に
如
意
宝
珠
を
安
置
す
る
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
舎
利
を
納
め
た
金
銅
の
多
宝
塔
で
す
。『
浄
土

苾
蒭
宝
庫
』
に
あ
る
塔
が
多
宝
塔
で
す
。

　

洒
水
の
た
め
の
金
瓶
に
戒
法
智
水
、
大
乗
律
と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
『
梵
網
経
』
を
奉
安
し
て
い
ま
す
。
四
方
に
五
宝
、
五

穀
、
五
薬
、
五
香
な
ど
を
供
え
て
い
ま
す
。

　

義
柳
上
人
が
書
い
た
戒
壇
荘
厳
略
図
に
は
『
大
乗
律
』
と
『
顕
戒

論
』
を
奉
安
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
丁
寧
に
荘
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

『
法
度
』
に
「
道
場
の
儀
式
を
整
え
施
行
す
べ
し
」
と
述
べ
た
と
思

い
ま
す
。
多
宝
塔
の
あ
る
寺
院
が
あ
れ
ば
、
画
像
の
前
に
奉
安
し
、

そ
の
脇
に
菩
薩
戒
経
を
奉
安
す
る
と
、
仏
・
釈
尊
、
法
・
菩
薩
戒
経
、
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僧
・
戒
師
・
大
衆
と
い
う
三
宝
の
荘
厳
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
行
は
、
こ
の
１
軸
の
授
戒
本
尊
と
十
方
一
切
如
来
、
十
方
一
切

菩
薩
の
２
基
の
位
牌
を
奉
安
し
て
い
ま
す
。
恵
谷
先
生
は
釈
尊
で
な

く
阿
弥
陀
三
尊
の
授
戒
に
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
先
人
も
同
様
に
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
霊
芝
の
『
芝
園
遺
篇
』
に
は
、「
弥
陀
を
請
し
て
和
尚

と
し
、
観
音
を
羯
磨
と
し
、
勢
至
を
教
授
と
な
す
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
林
彦
明
師
は
信
空
上
人
が
用
い
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
『
授
菩
薩
戒
儀　

白
河　

青
蓮
蔵
』
の
菩
薩
戒
儀
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
こ
の
第
３
の
請
師
の
と
こ
ろ
は
、
霊
山
浄
土
と
か
金
色
世
界
、

覩
史
多
天
と
い
う
と
こ
ろ
を
朱
字
で
極
楽
に
変
え
て
い
ま
す
。

　

釈
迦
の
と
こ
ろ
を
阿
弥
陀
、
文
殊
師
利
を
観
世
音
、
弥
勒
を
大
勢

至
と
し
て
い
ま
す
。
朱
字
を
入
れ
た
の
は
い
つ
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
阿
弥
陀
三
尊
の
授
戒
会
に
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
結
縁
相
承
・
机
戒
儀
で
す
。
成
誉
大
玄
人
上
人
は
『
円
戒

啓
蒙
』
で
３
つ
の
戒
儀
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
庭
儀
は
天
皇
・
将

軍
の
と
き
に
行
う
も
の
で
、
堂
内
で
行
う
堂
上
戒
儀
は
学
生
相
承
、

い
わ
ゆ
る
僧
侶
の
た
め
で
す
。
机
戒
儀
は
結
縁
相
承
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
檀
信
徒
で
あ
る
か
ら
、
伝
灯
の
師
位
の
器
で
は
な
く
、
戒
体
を

発
得
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
結
縁
ま
で
の
儀
式
な
り
。
こ

の
人
に
は
竪
の
譜
脈
を
与
う
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

本
尊
の
こ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
座
等
を
設
け
ず
、
経

机
１
脚
を
置
く
だ
け
で
ざ
っ
と
行
う
の
で
、
机
戒
儀
と
な
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
机
戒
の
授
戒
は
「
今
身
よ
り
仏
身
に
至
る
ま
で
、
こ
の
三

聚
浄
戒
を
能
く
持
つ
や
否
や
」
と
い
う
、「
わ
ず
か
十
四
字
な
り
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
机
戒
儀
は
三
帰
・
三
聚
浄
戒
・
十
重
禁
戒
の
み
で
、
十
二
門

戒
儀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
授
戒
会
と
い
う
よ

り
は
帰
敬
式
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
竪
の
譜
脈
を
授
け
て
い

ま
す
。
帰
敬
式
で
十
重
禁
戒
を
説
い
て
、
戒
名
を
授
け
て
い
る
方
は
、

こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
戒
名
を
授
与
す
る
な
ら
ば
、
帰
敬
式
の
名
称
を
用
い
ず
に
、

簡
易
授
戒
と
か
一
日
授
戒
と
称
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

椎
尾
大
僧
正
は
こ
の
授
戒
会
で
相
伝
の
戒
も
発
得
戒
も
念
仏
に
と

言
い
、
相
伝
戒
を
述
べ
て
、
発
得
戒
、
い
わ
ゆ
る
三
羯
磨
の
作
法
を

終
え
た
あ
と
で
、「
こ
の
三
聚
浄
戒
は
、
三
つ
の
姿
を
三
念
の
念
仏

の
中
に
し
っ
か
り
受
け
て
い
く
こ
と
で
、
三
遍
お
念
仏
を
し
ま
す
か

ら
、
一
声
ず
つ
続
い
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、「
南
無
阿
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弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
正
伝
法
」
と
い
う
伝
法
道
場
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
椎
尾
大
僧
正
は
、
こ
の
授
戒
作
法
で
よ
く
持
つ
や
否
や
と
い

う
こ
と
に
対
し
て
、
よ
く
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥

陀
仏
で
答
え
る
よ
う
に
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
授
戒
会
の
場
合
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
念
仏
の
た
め
の
三
聚
浄
戒
な
れ
ば
、
三
聚
浄

戒
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
思
想
が
あ
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
の
日
課
誓
約
の
場
合
は
「
日
課
念
仏
、
若
干
辺
、
よ

く
持
つ
や
否
や
」、
こ
れ
を
能
く
持
つ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
十
遍
の

南
無
阿
弥
陀
仏
と
答
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　

授
戒
会
の
懺
悔
会

　

授
戒
会
で
懺
悔
会
が
行
わ
れ
な
い
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

ま
ず
、
荘
厳
の
問
題
で
は
、
暗
闇
に
な
る
の
で
、
正
授
戒
よ
り
も

印
象
に
残
る
法
要
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
説
で
す
。

　

次
に
、
経
済
的
問
題
と
し
て
、
暗
幕
の
経
費
と
多
数
の
寺
方
、
執

り
持
ち
さ
ん
が
出
勤
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
教
義
的
な
問
題
は
、
二
尊
遣
迎
・
二
河
白
道
の
荘
厳
は

五
重
相
伝
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
授
戒
会
の
中
で
正
授
戒
が
一
番
印
象
深
い
法
要
に
す
る
た
め

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
伝
宗
伝
戒
道
場
で
一

番
感
動
し
た
法
要
は
何
で
あ
る
か
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
知

恩
院
の
行
僧
さ
ん
は
す
べ
て
御
身
拭
式
で
す
。
増
上
寺
の
行
僧
さ
ん

は
懺
悔
会
始
め
い
ろ
い
ろ
な
法
要
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
私
は
懺
悔
会

で
し
た
。

　

授
戒
会
の
中
で
檀
信
徒
に
と
っ
て
、
正
授
戒
よ
り
も
暗
闇
の
中
で

行
う
懺
悔
会
の
ほ
う
が
印
象
深
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
懺
悔

会
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
よ
り
も
正
授
戒
に
、
荘
厳
等
に
力
を
注
ぐ
べ

き
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
懺
悔
会
の
荘
厳
は
や
は
り
本
尊
の
尊
顔
を
拝
す
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
薄
暗
さ
に
し
て
、
暗
幕
は
し
な
い
。
そ
し
て
、

ご
本
尊
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
内
陣
で
懺
悔
が
専
念
で
き
る
よ
う

な
仕
組
み
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
二
尊
遣
迎
で
は
な
く
、
閻
魔
に
対

す
る
も
の
で
も
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の
御
前
で
懺
悔
念
仏
す
る
と
い

う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
尊
顔
を
拝
し
て
南
無
阿

弥
陀
仏
と
念
々
称
名
常
懺
悔
の
儀
礼
が
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
剃
度
式
は
行
う
が
、
懺
悔
会
（
暗
夜
道
場
（
は
し
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
懺
悔
会
と
剃
度
式
を
合
体
し
て
、

１
人
ず
つ
誘
導
す
る
と
き
に
本
尊
の
前
で
懺
悔
念
仏
し
て
、
剃
度
式
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を
行
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
懺
悔
に
専
念
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

思
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
が
内
陣
に
入
る
機
会
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
真
っ

暗
で
は
本
尊
の
尊
顔
を
拝
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
本
尊
を
目
の

当
た
り
に
し
て
拝
む
こ
と
が
で
き
る
機
会
は
懺
悔
会
し
か
な
い
と
思

い
ま
す
。
少
し
明
る
く
す
れ
ば
、
暗
幕
の
経
費
も
執
り
持
ち
・
寺
方

も
少
な
く
て
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
授
戒
会
こ
そ
懺
悔
会

を
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

　
　

正
授
戒
の
本
尊
前
の
荘
厳

　

授
戒
会
の
正
授
戒
の
と
き
の
み
、
本
尊
前
に
授
戒
本
尊
の
画
像
を

奉
安
し
ま
す
。
五
重
相
伝
、
授
戒
会
を
含
め
た
一
連
の
本
尊
の
荘
厳

は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
も
の
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

例
え
ば
、
密
室
道
場
で
伝
法
仏
が
御
像
の
場
合
は
正
面
で
も
問
題

あ
り
ま
せ
ん
が
、
掛
け
軸
の
場
合
は
正
面
で
は
な
く
向
か
っ
て
右
側

の
内
陣
に
奉
安
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
正
授
戒
の
と
き
に
正
面
に
授

戒
本
尊
の
軸
物
を
奉
安
し
て
も
、
荘
厳
の
変
化
が
見
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
檀
信
徒
の
方
々
も
そ
れ
ぞ
れ
で
感
応
道
交
の
道
場
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
授
戒
本
尊
の
軸
物
が
全
紙
大
、
大
き
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
正

面
の
ほ
う
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
半
切
の
大
き
さ
ぐ
ら
い
の
軸

物
は
、
恵
谷
先
生
の
説
に
よ
る
か
、
ま
た
は
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に

須
弥
壇
ま
た
は
前
机
の
手
間
に
奉
安
し
て
、
少
し
で
も
大
き
く
感
じ

る
荘
厳
法
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
な
る
べ
く
本
尊
の
尊
顔
を
拝
す

る
位
置
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
い
ろ
い
ろ
創
意
工
夫
な
さ
っ
て
、
な
る
べ
く

本
尊
様
が
拝
め
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
　

さ
ま
ざ
ま
な
帰
敬
式
と
通
過
儀
礼

　

帰
敬
式
の
主
要
儀
礼
は
懺
悔
と
三
宝
帰
依
と
日
課
念
仏
で
す
。
仏

教
徒
は
す
べ
て
仏
教
儀
礼
に
よ
る
べ
き
で
す
。
通
過
儀
礼
を
仏
教
儀

礼
化
す
る
と
帰
敬
式
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
行
華
焼
香
の
作
法
を
入

れ
れ
ば
結
婚
式
に
な
り
ま
す
。
当
然
、
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。

　

通
過
儀
礼
に
は
、
例
え
ば
結
納
、
結
婚
式
、
胎
教
（
安
産
祈
願
（、

お
七
夜
に
行
う
命
名
式
、
七
五
三
、
十
三
参
り
、
成
人
式
、
結
婚
式
、

そ
れ
か
ら
子
供
が
生
ま
れ
た
ら
子
供
の
通
過
儀
礼
、
子
供
会
と
か
子

供
信
行
道
場
、
そ
し
て
入
檀
式
、
生
前
戒
名
授
与
式
、
継
承
者
の
世

代
が
か
わ
る
と
き
、
五
重
相
伝
、
授
戒
会
の
受
者
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と

し
て
の
帰
敬
式
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

最
初
に
結
納
で
す
が
、
こ
の
民
間
習
俗
を
仏
教
儀
礼
化
に
展
開
す
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る
こ
と
が
目
的
の
１
つ
で
す
。
語
呂
合
わ
せ
の
結
納
品
か
ら
、
お
互

い
に
ご
先
祖
に
お
供
え
す
る
お
線
香
ま
た
は
お
香
を
交
換
し
た
ほ
う

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

婚
約
指
輪
を
交
換
す
る
こ
と
は
行
華
の
出
典
と
同
じ
『
仏
本
行

経
』
に
、
お
釈
迦
様
の
前
世
の
お
話
で
ヤ
シ
ヨ
ダ
ラ
に
指
輪
を
差
し

上
げ
た
経
説
に
基
づ
い
て
指
輪
の
交
換
を
し
ま
す
。

　

最
初
は
仏
前
に
向
か
っ
て
三
宝
帰
依
し
、
お
互
い
に
対
面
し
て
か

ら
こ
の
指
輪
交
換
を
行
い
ま
す
。
お
互
い
に
合
掌
し
て
挨
拶
す
る
作

法
を
勧
め
ま
す
。
こ
れ
は
知
識
対
面
の
伝
を
具
現
化
し
た
も
の
で
す
。

　
『
結
婚
式
』（
浄
土
宗
・
平
成
11
年
（
は
、
第
１
式
は
僧
侶
、
第
２

式
は
檀
信
徒
、
第
３
式
は
ホ
テ
ル
な
ど
で
簡
略
に
行
う
場
合
の
３
つ

の
パ
タ
ー
ン
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
東
京
浄
青
時
代
に
、
青
年
教
化
と
し
て
仏
式
結
婚
を
青
年
会

と
し
て
提
唱
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
懺
悔
は
無
始
よ
り
以
来
の
罪

で
は
な
く
、
元
彼
女
と
別
れ
て
ご
め
ん
ね
と
い
う
よ
う
な
意
識
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
懺
悔
の
作
法
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、

鷲
見
先
生
に
ひ
ど
く
怒
ら
れ
ま
し
た
。
浄
土
教
は
懺
悔
を
必
ず
す
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
青
年
会
が
す
る
と
、
思

い
切
っ
た
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
誓
い
の
言
葉
」
も
例
文
を
示
し
て
、
２
人
で
考
え
て
も
ら
う
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
胎
教
は
、
八
木
台
下
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
十
夜
法
要
の

始
ま
る
前
に
、
お
檀
家
さ
ん
の
最
前
列
に
妊
婦
さ
ん
を
座
っ
て
い
た

だ
き
、
作
法
す
る
わ
け
で
す
。
や
が
て
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
て
初
参

り
の
と
き
に
は
、
通
常
は
そ
の
親
と
か
年
長
の
人
が
先
頭
に
な
っ
て

話
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
若
い
お
母
さ
ん
が
主

と
な
っ
て
話
し
合
い
が
で
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
胎
教
の
縁
に
よ
っ
て
、
住
職
と
い
う
よ
り
は
寺
庭
婦
人
、

次
世
代
の
人
と
コ
ン
タ
ク
ト
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
胎
教
の

よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

七
五
三
も
、『
般
若
心
経
』
な
ど
を
読
誦
し
て
、
無
事
成
長
の
祈

願
後
、
転
向
し
て
、
灌
頂
、
簡
略
な
三
宝
帰
依
を
し
て
、
そ
し
て
お

守
り
を
授
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　

子
供
信
行
道
場

　
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
子
供
信
行
道
場
ガ
イ
ド
』
で
、
い
ろ
い
ろ
な

式
を
つ
く
り
ま
し
た
。
と
も
し
火
の
集
い
・
帰
敬
式
・
懺
悔
式
も
あ

り
ま
す
。
屋
内
で
行
う
帰
敬
式
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
小
学
校
の

低
学
年
、
高
学
年
、
そ
し
て
中
高
生
に
よ
っ
て
、
そ
の
三
宝
の
帰
依

文
を
選
択
し
ま
し
た
。

　

私
の
お
寺
で
は
、
昨
日
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
サ
ラ
ナ
親
子
教
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室
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
幼
稚
園
に
入
る
の
で
卒
業
す
る
子
を

始
め
、
儀
式
を
主
と
し
た
簡
単
な
帰
敬
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

三
宝
帰
依
の
文
は
、
こ
の
椎
尾
大
僧
正
の
、「
明
る
く
正
し
く
仲

よ
く
」
で
す
。
こ
れ
も
す
べ
て
通
仏
教
で
す
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
も
、

通
仏
教
の
方
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
　

生
前
戒
名
授
与
式

　

こ
れ
は
五
重
相
伝
な
い
し
は
授
戒
相
伝
者
の
た
め
の
院
号
と
位
号

を
授
与
す
る
式
で
す
。
五
重
相
伝
の
と
き
に
は
誉
号
と
か
そ
の
戒
名

の
選
定
理
由
を
説
明
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
話
を
し
、
十
善
戒
と
、
そ
れ
か
ら
五
重
ざ
ら
い
を
簡
単
に
授
与
す

る
式
で
す
。

　

こ
こ
で
の
三
帰
は
浄
土
宗
の
三
帰
で
す
。
帰
依
願
王
阿
弥
陀
仏
、

帰
依
浄
土
三
部
妙
典
、
帰
依
極
楽
世
界
清
浄
大
海
衆
で
す
。
法
は
善

導
大
師
の
教
え
、
法
然
上
人
の
教
え
も
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
い

わ
ゆ
る
浄
土
宗
の
三
帰
を
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
生
前
戒
名
授
与
式
は
、
そ
の
遺
さ
れ
た
人
に
迷
惑
を
か
け
た

く
な
い
と
い
う
、
継
承
者
が
い
な
い
ケ
ー
ス
が
本
当
に
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
“
終
活
”
で
す
。

　

元
気
な
う
ち
に
戒
名
な
ど
を
決
め
て
お
い
て
、
葬
儀
の
打
ち
合
わ

せ
、
そ
し
て
御
石
塔
に
戒
名
を
彫
っ
て
、
普
通
は
戒
名
の
二
文
字
を

朱
字
に
し
ま
す
が
、
も
う
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
。
朱
の
色
を

入
れ
な
い
戒
名
を
彫
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
甥
っ
子
や
姪
っ
子
さ

ん
に
な
る
べ
く
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
戒
名
を
授

与
す
る
式
で
す
。

　

確
か
に
、
こ
の
五
重
の
盛
ん
な
地
域
の
人
た
ち
は
何
事
か
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
葬
儀
の
と
き
に
、
戒
名
を
授
け
て
し
ま
う
よ
り
は
、
教

化
的
で
す
。
そ
の
継
承
者
が
い
な
い
と
き
に
は
本
当
に
も
う
時
間
が

な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
生
前
戒
名
の
利
点
は
、
当
人
か
ら
こ
の
字
を
入
れ
て
欲
し
い

と
い
う
希
望
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
選
字
の
理
由
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
縁
が
あ
っ
た
ら
五
重
相
伝
を
受
け

て
く
だ
さ
い
と
い
う
の
が
、
結
び
の
言
葉
で
す
。

　

入
檀
式
は
「
檀
信
徒
規
定
」
に
基
づ
く
式
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
規
定
す
ら
知
ら
な
か
っ

た
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
寺
院
の
由
来
、
宗
派
名
、

本
尊
、
寺
参
り
の
作
法
、
合
掌
、
十
念
、
年
中
行
事
、
法
事
の
仕
方

な
ど
を
話
し
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
檀
家
と
し
て
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
し
て
後
に

浄
土
宗
の
信
者
に
な
っ
て
い
た
だ
く
方
法
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
帰
敬
式
と
言
わ
ず
に
入
檀
式
と
称
し
た
ほ
う
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が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
次
に
、
世
代
継
承
式
と
い
う
か
、
名
称
は
よ
く
ま
だ
決
め
て

い
な
い
の
で
す
が
、
継
承
者
が
代
が
わ
り
し
た
場
合
で
す
。「
檀
信

徒
規
約
」
の
継
承
者
名
を
変
更
す
る
と
き
に
行
う
式
で
す
が
、
仏
事

の
継
承
の
た
め
の
式
で
す
。

　

親
と
か
祖
父
母
が
す
べ
て
仏
事
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
ま
す
の

で
、
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
年
回
法
要
と
か
施
餓
鬼
会
な
ど
と
年
中
行
事
を
中
心
に

話
す
機
会
を
設
け
る
と
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
法
事
を
始
め
、
お
葬
式
の
意
味
、
意
義
に
つ
い
て
も
お
話

し
す
る
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。　

ま
た
、
帰
敬
式
と
は
別
で
す
が
、

や
は
り
新
盆
の
暮
ら
し
方
の
説
明
会
な
ど
を
別
に
開
く
と
、
多
く
の

方
が
出
席
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
式
も
大
切
な
式
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
帰
敬
式
を
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
１
つ
に

は
、
仏
教
徒
は
す
べ
て
仏
教
儀
礼
に
の
っ
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
２
つ
目
に
、
菩
提
を
弔
う
た
め
の
菩
提
寺
で
は
な
く
、

菩
提
を
薦
め
る
た
め
の
菩
提
寺
と
な
る
べ
き
で
す
。
そ
し
て
結
納
な

ど
始
め
、
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
、
時
代
に
即
し
た
儀
礼
を
付
加
し
て
、

新
た
な
儀
礼
を
再
生
し
て
い
く
の
が
帰
敬
式
で
す
。

　

こ
の
住
職
、
副
住
職
、
寺
庭
婦
人
で
で
き
る
帰
敬
式
は
、
五
重
・

授
戒
に
対
し
て
経
済
的
、
規
模
的
、
時
間
的
に
も
行
い
や
す
く
、
思

い
立
っ
た
ら
す
ぐ
で
き
ま
す
。“
安
・
近
・
短
”
と
い
う
、
安
く
、

近
々
に
で
き
、
短
時
間
に
で
き
る
と
い
う
の
が
帰
敬
式
で
す
。

　

五
重
、
授
戒
の
盛
ん
な
地
域
で
も
、
お
待
ち
受
け
法
要
と
し
て
帰

敬
式
を
行
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
檀
信
徒

の
家
族
ぐ
る
み
の
教
化
も
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
こ
れ
か
ら
の
五
重
相
伝
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

と
き
に
、
服
部
英
淳
先
生
の
五
重
相
伝
の
精
神
と
い
う
こ
と
を
紹
介

し
ま
し
た
が
、
授
戒
会
の
精
神
に
も
通
じ
ま
す
の
で
、
も
う
一
度
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

授
戒
会
を
勤
め
る
と
き
に
は
念
仏
者
の
誡
め
、
社
会
道
徳
の
基
準

は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
説
き
、
我
々
は
罪
を
犯
す
に
従
っ
て
懺
悔
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
払
え
ど
も
払
え
ど
も
捨
て
き
れ
な
い
の
が

煩
悩
で
す
。
そ
の
と
き
に
阿
弥
陀
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
、

こ
の
人
生
を
ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
助
け
合
っ
て
い
こ

う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
授
戒
の
精
神
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、

阪
口
先
生
か
ら
昨
日
の
お
話
の
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
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阪
口　

昨
日
は
授
戒
会
、
帰
敬
式
、
そ
し
て
人
間
形
成
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
や
は
り
何
を
お
い
て

も
私
ど
も
僧
侶
側
の
問
題
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
な
と
、
つ
く
づ

く
思
い
ま
す
。

　

檀
家
さ
ん
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
夜
中
11
時
ご
ろ
、

電
話
が
か
か
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、「
も
う
夜
遅
い
か
ら
、
あ

し
た
行
き
ま
す
」
な
ん
て
お
っ
し
ゃ
る
和
尚
さ
ん
が
あ
る
そ
う
で
す

ね
。

　

こ
れ
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
ね
。
檀
家
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
泣
い
て
い
る
の
で
す
。
葬
儀
屋
さ
ん
は
当
然
来

て
い
る
の
で
す
。
あ
わ
て
て
行
っ
て
も
、
そ
の
人
は
生
き
返
る
わ
け

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
行
っ
て
こ
そ
、
菩
提
寺
の
和
尚

の
値
打
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
ど
ん
な
に
遅
く
て
も
、
寝
て
お
っ
て
も
何
し
て
お
っ
て
も

駆
け
つ
け
て
、
枕
経
に
参
り
ま
す
。
ご
遺
体
の
前
で
、「
本
当
に
長

い
間
お
疲
れ
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
、
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
い
う
思
い
で
お
念
仏
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
も
直
葬
、
家
族
葬
な
ど
と
、
遅
く
行
く
か
ら
、
業
者
の
段
取
り

で
物
事
が
進
ん
で
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
や
は
り
亡
く
な
っ
た
と
電

話
が
あ
っ
た
ら
、
万
難
を
排
し
て
も
我
々
は
駆
け
つ
け
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
う
い
う
方
も
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。
遠
方
で
亡
く
な

っ
た
。
枕
経
と
言
わ
れ
た
ら
、「
遠
い
か
ら
、
も
う
そ
ち
ら
の
和
尚

さ
ん
に
頼
ん
で
。
葬
儀
屋
さ
ん
に
言
っ
た
ら
紹
介
し
て
く
れ
る
で
し

ょ
う
」
と
、
そ
ん
な
呑
気
な
こ
と
を
言
う
。

　

私
は
、
ど
ん
な
に
遠
く
て
も
、
何
を
お
い
て
も
駆
け
つ
け
ま
す
。

さ
っ
き
の
夜
中
の
話
で
も
、「
夜
遅
い
か
ら
、
あ
し
た
に
し
て
」
と

言
う
方
に
限
っ
て
、
夜
中
２
時
で
も
３
時
で
も
お
酒
を
飲
ん
で
い
る

の
で
す
。「
遠
い
か
ら
、
も
う
堪
忍
し
て
」
と
言
っ
て
い
る
和
尚
さ

ん
に
限
っ
て
、
海
外
旅
行
で
も
ど
ん
ど
ん
行
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

我
々
の
使
命
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
や
は
り
襟

を
正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

世
の
中
全
体
が
自
分
さ
え
よ
か
っ
た
ら
の
自
己
中
心
主
義
。
そ
し

て
も
う
１
つ
は
、
今
さ
え
よ
か
っ
た
ら
の
刹
那
主
義
。
こ
の
２
つ
が

世
の
中
の
ム
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
我
々
も
そ
の

空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

我
々
も
今
の
状
態
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
、

恐
ら
く
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
も
う
想
像
に
難
く
な
い
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と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
私
は
こ
の
信
仰
の
継
承
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ま

し
た
。
信
仰
の
継
承
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一
番
壁
に
な
っ
て
い
る

の
が
、
や
は
り
核
家
族
化
で
し
ょ
う
。
高
齢
化
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

核
家
族
化
。
今
は
も
う
子
供
た
ち
が
成
人
す
る
と
皆
別
居
が
常
識
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
た
し
ま
す
と
ど
う
な
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
当
然
お
仏

壇
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
別
居
す
る
と
、
そ
の
若
い
ご
家
族
は
子

供
さ
ん
始
め
全
部
、
そ
の
お
仏
壇
と
縁
が
薄
く
な
っ
て
い
く
。
時
折

親
の
家
へ
行
っ
て
仏
壇
を
拝
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

手
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
縁
が
薄
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
親
の
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
を

合
わ
せ
る
後
ろ
姿
を
見
る
こ
と
も
、
そ
し
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
の
お
念
仏
の
声
を
聞
く
こ
と
も
、
本
当
に
少
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
単
身
赴
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
ら
れ
る
お
方
な
ん
か
、

も
ち
ろ
ん
仏
壇
と
離
れ
離
れ
で
す
か
ら
ね
。

　

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
こ
の
親
と
子
、
菩
提
寺
、
お
仏
壇
と
の
接

点
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
信
仰
の
継
承
と

い
う
の
も
大
変
難
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

お
仏
壇
の
な
い
ご
家
庭
で
育
て
ら
れ
た
子
供
は
、
そ
の
自
分
の
親

が
亡
く
な
る
ま
で
仏
壇
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

自
分
の
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
、
何
宗
か
わ
か
ら
な
い
。

菩
提
寺
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
か
と

い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
葬
儀
屋
さ
ん
に
頼
ん
だ
ら
、「
任
せ
て
お
き

な
は
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
と
結
託
し
て
い
る
方
が
お
い

で
に
な
っ
て
、
と
に
か
く
済
ま
せ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う

な
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
菩
提
寺
、
仏
壇
と
の
縁
と
い
う
の
を
よ
く
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

こ
の
核
家
族
化
の
流
れ
を
と
め
る
こ
と
は
も
う
で
き
ま
せ
ん
が
、

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
私
な
り
に
こ
れ
は
考
え
ま
し
た
。
仏
縁
を

つ
な
ぐ
手
立
て
は
何
か
な
い
の
か
と
考
え
て
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
の

チ
ラ
シ
に
あ
る
よ
う
な
も
の
を
考
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
回
し
て
い
た
だ
い
た
ら
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

「
結
縁
仏
」
を
作
り
ま
し
た
。
正
面
に
は
阿
弥
陀
如
来
、
右
側
に
は

何
々
家
先
祖
代
々
と
、
そ
し
て
左
手
に
は
お
念
仏
、
そ
れ
か
ら
菩
提

寺
と
か
住
所
と
か
、
全
部
書
い
て
あ
り
ま
す
。（
次
頁
参
照
（

　

こ
う
い
う
も
の
を
無
料
で
配
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
檀
家
さ
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ん
に
押
し
つ
け
て
売
る
の
で
は
な
し
に
、
や
は
り
無
料
で
、
こ
れ
を

ど
う
ぞ
お
ま
つ
り
く
だ
さ
い
と
。
そ
し
て
、
ま
つ
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
た
と
え
お
仏
壇
の
な
い
お
檀
家
さ
ん
で
も
、
こ
れ
が
あ
れ
ば
、

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
宗
旨
、
菩
提
寺
、
お
念
仏
、
そ
う
い

う
も
の
で
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
か
と
い
う
と
、
実
は
、
６
月
の

こ
と
で
す
が
、
檀
家
さ
ん
の
分
家
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
子
供
さ
ん
が
な
い
。
で
、
お
じ
い
ち

ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
認
知
症
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

当
然
そ
こ
は
仏
壇
が
な
い
。
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
弟
さ
ん
が
京

都
か
ら
出
て
こ
ら
れ
て
、
こ
れ
は
困
っ
た
。
菩
提
寺
は
ど
こ
だ
、
お

寺
は
ど
こ
だ
と
聞
い
た
っ
て
、
認
知
症
に
な
っ
て
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
１
人
で
わ
か
ら
な
い
。

　

困
っ
た
な
、
困
っ
た
な
と
言
っ
て
、
家
捜
し
を
し
た
ら
、
そ
こ
に

去
年
檀
家
さ
ん
に
お
配
り
し
た
う
ち
わ
、
正
覚
寺
、
住
所
、
名
前
、

宗
旨
を
書
い
た
う
ち
わ
が
１
枚
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
見
つ
け

て
く
だ
さ
っ
て
、
そ
れ
で
う
ち
の
お
寺
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
つ
な
が
っ
た
。
た
っ
た
１
本
の
う
ち
わ
で
、
や
や
こ
し
い
お

葬
儀
に
な
ら
ず
に
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
お
葬
儀
が
で
き
た
と
い
う
ふ
う
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に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
よ
り
強
固
に
結
び
つ
き
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
と
も
こ
の
量
産
を
し
て
、
皆
様
方
の
ご
協
賛
を
得
て
つ
く
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
浄
土
宗
に
と
っ
て
、
法
然
上
人
滅
後
の
最
大
の
危
機
の
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
ご
伝
記
を
見
て
も
、「
建
永
の
法
難
」
と
い
う
最
大

の
危
機
を
乗
り
越
え
て
、
そ
し
て
「
こ
の
こ
と
を
言
わ
ず
ば
あ
る
べ

か
ら
ず
」
と
申
さ
れ
、
ご
流
罪
、
流
さ
れ
る
。

　

そ
れ
も
朝
恩
と
受
け
取
っ
て
、
辺
地
に
お
念
仏
の
み
教
え
を
伝
え

る
好
機
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
ご
苦
労
が
あ
っ
て
の
、
こ
の
八

百
年
後
の
我
々
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
見
事

に
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
ら
れ
た
。

　

今
ま
さ
に
こ
の
我
々
も
ピ
ン
チ
で
す
が
、
法
然
上
人
の
遺
志
を
継

い
で
、
同
じ
志
を
持
っ
て
難
事
に
当
た
れ
ば
、
必
ず
光
が
差
し
て
く

る
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
諦
め
る
の
は
早
い
で
す
。
先
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
て
、
先
に
ど
う
あ
り
た
い
か
、
ど

う
な
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
今
ど
う
す
る
べ
き
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
け
ば
、
必
ず
光
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま

す
。

　

檀
信
徒
が
皆
、
我
々
１
人
１
人
を
見
て
い
る
の
で
す
ね
。
何
を
見

て
い
る
か
と
い
っ
た
ら
、
や
は
り
姿
勢
、
我
々
が
ど
う
い
う
ふ
う
に

真
剣
に
物
事
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
。
お
経
で
も
ち
ゃ
ん
と
魂
を
込

め
て
、
た
だ
あ
れ
は
音
声
を
発
し
た
ら
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く

て
、
魂
を
込
め
て
お
経
を
上
げ
る
。
そ
こ
に
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

あ
る
タ
レ
ン
ト
さ
ん
が
、
あ
る
と
き
若
手
の
芸
人
を
集
め
ま
し
て
、

何
を
し
た
か
と
い
っ
た
ら
、
お
芝
居
を
す
る
の
だ
と
。

　

そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
ら
、
本
当
に
田
舎
へ
持
っ
て
い
っ

て
、
田
舎
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
に
見
せ
て
喜
ば

せ
て
あ
げ
た
い
か
ら
、
一
所
懸
命
、
若
手
芸
人
が
稽
古
を
す
る
。
と

こ
ろ
が
、
や
れ
ど
も
や
れ
ど
も
、
や
は
り
う
ま
く
い
か
な
い
。
間
違

っ
た
り
失
敗
す
る
の
で
す
。

　

そ
う
し
な
が
ら
、
い
よ
い
よ
当
日
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
当

日
の
幕
が
上
が
る
寸
前
に
、
そ
の
タ
レ
ン
ト
さ
ん
は
、
そ
の
若
手
芸

人
を
集
め
て
何
と
言
っ
た
か
と
い
っ
た
ら
、「
皆
、
え
え
か
、
一
所

懸
命
や
れ
よ
。
失
敗
し
て
も
え
え
。
間
違
う
て
も
え
え
。
こ
の
辺
の

お
年
寄
り
は
な
、
せ
り
ふ
１
つ
間
違
う
て
も
わ
か
れ
へ
ん
。
わ
か
れ

へ
ん
け
ど
な
、
た
だ
１
つ
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
、
こ
の

人
た
ち
が
真
剣
に
や
っ
て
る
か
ど
う
か
。
お
年
寄
り
と
い
う
の
は
人
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生
経
験
が
長
い
か
ら
、
こ
の
人
た
ち
が
真
剣
か
ど
う
か
と
い
う
の
は

よ
く
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
一
所
懸
命
、
真
剣
に
や
れ
よ
」
と
言
っ
て
、

幕
が
上
が
っ
た
。

　

そ
う
い
う
テ
レ
ビ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
と
お
り
だ
な
と

思
い
ま
し
た
ね
。
我
々
も
そ
う
い
う
姿
勢
が
大
事
で
す
。
そ
の
こ
と

を
や
は
り
最
後
に
お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
私
の
お
話
を
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
拍
手
（。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
フ
ロ
ア
の
皆

様
か
ら
い
た
だ
い
た
質
問
に
基
づ
き
、
３
先
生
か
ら
ご
回
答
を
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
初
め
に
後
藤
先
生
に
対

し
て
で
す
が
、「
後
藤
先
生
は
授
戒
、
五
重
の
順
序
を
ど
う
お
考
え

で
す
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

昨
日
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
の
中
で
、
授
戒
会
と
五
重
相

伝
の
順
番
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
と
い
う
設
問
を
し

た
と
こ
ろ
、
大
分
意
見
が
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
ど
う
思

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
大
多
数
の
方
が
答
え
ら
れ
た
よ

う
に
、
普
通
は
授
戒
で
仏
教
徒
と
な
っ
て
、
五
重
相
伝
で
念
仏
者
と

な
る
。
あ
え
て
順
番
を
つ
け
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
順
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
、
五
重
の
ほ
う
が
よ
く
開
筵
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
先
に
な
っ
て
授
戒
会
が
あ
と
に
な
っ
て
も

何
の
問
題
も
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
正
直
、
３
～
４
年
の
間
が
あ

き
ま
し
て
、
お
檀
家
の
皆
様
、
３
～
４
年
で
あ
っ
て
も
、
恐
ら
く
そ

の
３
～
４
年
前
の
内
容
は
そ
れ
ほ
ど
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
は
お
念
仏
の
教
え
に
し
て
も
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
の
法
話

を
、
そ
れ
こ
そ
薫
習
、
聞
い
て
い
た
だ
い
て
、
初
め
て
お
念
仏
が
あ

り
が
た
い
と
い
う
ふ
う
に
た
ど
り
着
く
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
あ
の
方
は
五
重
を
受
け
て
い
る
と
か
、
あ
の
人
は
授
戒

を
受
け
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
も
、
実
は
お
檀

家
さ
ん
側
に
し
て
み
れ
ば
、
我
々
の
理
解
の
よ
う
に
、
そ
の
２
つ
の

違
い
や
意
味
合
い
を
何
人
の
方
が
わ
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ち

ょ
っ
と
疑
問
で
す
。

　

で
す
か
ら
私
は
、
ど
ち
ら
が
先
と
順
番
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
的

門
上
人
の
ご
指
示
の
よ
う
に
、
２
つ
の
入
口
は
別
の
入
口
で
あ
る
と
。

実
際
、
ど
っ
ち
の
入
口
か
ら
入
っ
て
い
た
だ
い
て
も
、
最
終
的
に
念

仏
者
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
と
。
た
だ
入
口
が
２
つ
あ
る
だ

け
だ
と
思
え
ば
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
も
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っ
と
授
戒
会
で
も
本
願
念
仏
の
こ
と
を
説
い
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
、
西
城
先
生
、
阪
口
先

生
に
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
剃
度
式
と
帰
敬
式
、

授
戒
会
と
の
関
係
、
位
置
づ
け
を
知
り
た
い
で
す
」
と
い
う
ご
質
問

で
す
が
、
ま
ず
西
城
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

順
序
は
、
帰
敬
式
、
剃
度
式
、
授
戒
会
と
い
う
関
係
で
す
。

　

帰
敬
式
は
、
い
わ
ゆ
る
子
供
会
と
か
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
な
ど
で
と

り
あ
え
ず
仏
教
に
触
れ
る
。
手
を
合
わ
せ
る
と
か
仏
教
入
門
と
い
う

よ
う
な
感
じ
と
い
う
こ
と
で
認
識
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

剃
度
式
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
得
度
式
が
あ
り
ま
す
。
得
度
式

は
お
坊
さ
ん
に
な
る
た
め
の
式
で
す
。
剃
度
式
は
檀
信
徒
の
た
め
の

式
で
す
が
、
大
体
こ
れ
は
五
重
と
か
授
戒
会
の
中
に
剃
度
式
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
お
か
み
そ
り
」
で
す
の
で
、
仏
弟
子
に

な
る
作
法
で
す
。

　

授
戒
会
は
、
こ
の
人
間
と
し
て
、
仏
教
徒
と
し
て
な
る
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
人
間
と
し
て
自
覚
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
、
菩
薩
と

し
て
人
生
を
歩
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
な
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

帰
敬
式
、
剃
度
式
、
授
戒
会
の
関
係
と
い
う
と
菩
薩
と
な
っ
て
い
た

だ
く
と
い
う
よ
う
な
感
じ
の
法
要
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
五
重
相
伝
の
場
合
は
、
妙
好
人
に
な
っ
て
い
た
だ
く
よ
う

な
式
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
阪
口
先
生
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　

阪
口　

剃
度
式
は
や
は
り
授
戒
会
、
五
重
相
伝
の
中
で
行
わ
れ
る

も
の
で
、
帰
敬
式
で
は
剃
度
は
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
私
ど
も
、
昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
入
門

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
ま
だ
五
重
や
授
戒
が
根
づ
い
て
い
な
い
地

域
に
お
い
て
執
り
行
う
な
ら
、
入
門
す
る
こ
と
で
い
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

　

で
き
れ
ば
、
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
授
戒
会
も

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
フ
ロ
ア
の
皆
様
方
か
ら
も
、
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た
だ
い
ま
の
お
剃
度
、
帰
敬
式
、
授
戒
会
あ
る
い
は
五
重
も
含
め
た

関
係
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
意
見
を
お
持
ち
の
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
決
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か

で
き
な
い
こ
と
で
す
。
た
だ
い
ま
の
先
生
方
の
ご
意
見
を
大
い
に
参

考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
後
藤
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。「
戒
体

を
仏
性
と
断
言
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
も
っ
と
も
だ
と
思
い

ま
す
。
色
法
戒
体
で
あ
る
以
上
、
外
部
か
ら
入
っ
て
く
る
も
の
で
仏

性
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

先
ほ
ど
の
お
話
の
続
き
で
す
。
ま
た
今
追
加
の
質
問
が
あ

り
ま
し
て
、
五
蘊
仮
和
合
で
あ
る
以
上
、
発
得
し
た
戒
体
は
死
ん
だ

あ
と
も
続
く
の
か
と
い
う
質
問
で
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
吉
水

瀉
瓶
訣
』
な
ど
に
は
極
楽
に
行
っ
て
も
残
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
六
道
へ
行
っ
て
も
残
る
の
か
ど
う
か
は
、

私
も
全
然
そ
こ
ま
で
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
で
す
。

　

一
得
永
不
失
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
戒
体
は
死
後
存
続
す
る
の

か
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
中
で
本

当
に
戒
体
そ
の
も
の
が
消
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
当
に
あ
え
て

教
学
の
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
戒
体
に
関
し
ま
し
て
は
戒
体

論
争
が
元
祖
様
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
で
、
私
が
付
け

焼
き
刃
で
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
勉
強
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
何
も
語

れ
な
い
し
、
ま
た
昨
晩
も
教
学
の
若
い
先
生
方
と
い
ろ
い
ろ
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
や
は
り
若
干
違
う
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
仏
性
戒
体
と
説
く
方
だ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
仏
性
と
い

う
も
の
を
ど
う
説
い
て
い
る
か
は
ま
た
違
う
の
で
す
。
外
か
ら
入
っ

て
く
る
戒
法
そ
の
も
の
が
仏
性
だ
と
説
か
れ
る
方
、
外
か
ら
入
っ
て

仏
性
が
戒
体
に
な
る
と
説
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
あ

る
い
は
心
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
心
法
戒
体
的
な
仏
性
を
説
か
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
こ
の
時
間
で
は
と
て
も
論
じ
ら
れ
な
い
問
題
な
の
で

す
が
、
私
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
お
檀
家
さ
ん
に
余
り
話
さ
な
い
よ

う
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
１
つ
だ
け
、
先
週
見
つ
け
た
こ
の
論
文
だ
け
、
ち
ょ
っ
と
こ

こ
で
ご
紹
介
し
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
大
野
法
道
台
下
の
戒
体
に
関

す
る
論
文
で
あ
り
ま
し
て
、「
法
然
上
人
と
円
頓
戒
―
色
心
戒
体
の

論
争
に
つ
い
て
―
」
と
い
う
論
文
中
に
、
大
野
台
下
は
ほ
か
の
論
文

で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
性
無
作
の
仮
色

の
「
性
」
に
つ
い
て
円
戒
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
、
古
来
教
学
の
伝
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統
に
な
っ
て
い
る
。
円
教
思
想
の
実
相
、
本
具
の
性
徳
の
「
性
」
と

解
す
。
い
ろ
い
ろ
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
語
に
果
た
し
て
そ
う
い
っ

た
内
容
は
盛
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
私
見
で
は
、

私
は
こ
の
性
無
作
の
仮
色
の
「
性
」
は
単
な
る
性
能
の
意
味
だ
け
だ

と
思
う
の
だ
、
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
そ
の
先
に
、
円
観
す
な
わ
ち
実
相
の
理
念
は
む
し
ろ
心
法

戒
体
の
領
域
に
属
す
。
つ
ま
り
性
無
作
の
仮
色
の
戒
体
説
を
こ
う
い

っ
た
論
理
で
円
観
す
な
わ
ち
実
相
の
理
念
に
く
っ
つ
け
て
解
釈
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
れ
は
心
法
戒
体
の
領
域
に
属
す
る
の
で

は
な
い
か
と
論
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

な
る
ほ
ど
、
性
無
作
の
仮
色
と
い
う
天
台
教
学
で
一
般
的
に
説
か

れ
て
い
る
そ
の
「
性
」
の
理
解
を
、
大
野
台
下
が
根
本
か
ら
違
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て

は
す
ご
く
刺
激
的
で
し
た
。

　

ま
た
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
勉
強
し
て
い
く
と
、
今
ま
で
こ
う
だ
と

思
っ
て
き
た
も
の
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
、

教
学
の
先
生
方
に
ま
た
教
え
て
い
た
だ
き
た
く
、
よ
ろ
し
く
ご
指
導

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
戒
体
に
つ
い
て
の
説
明
は
、

ま
こ
と
に
、
後
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
中
で
も
多
様
で
あ
っ
て
、「
浄
土
宗
は
こ
う

だ
」
と
誰
し
も
納
得
で
き
る
や
さ
し
い
言
葉
で
説
示
さ
れ
て
い
る
も

の
が
な
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
、
林
田
自
身
も
認
識
を
し
て
お
り

ま
す
。

　

後
藤
先
生
か
ら
の
ご
提
言
を
受
け
、
教
学
・
布
教
、
そ
し
て
法
式

の
先
生
方
と
と
も
ど
も
に
、
今
後
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
お
念
仏
と
戒
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少

し
深
く
掘
り
下
げ
ま
し
て
、「
念
仏
と
戒
の
関
係
に
つ
い
て
適
当
な

表
現
方
法
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
示
し
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
阪
口
先
生
と
後
藤
先
生
と
か
ら
一
言
ず
つ
頂
戴

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
阪
口
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

阪
口　

戒
と
念
仏
に
つ
い
て
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
が
、
い

ろ
い
ろ
と
「
念
戒
一
致
」、
そ
れ
か
ら
岩
井
信
道
先
生
な
ん
か
「
念

戒
一
如
」
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
ど
う
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
も
し

ま
す
が
、
そ
し
て
こ
の
『
布
教
羅
針
盤
』、
小
澤
先
生
は
助
業
と
い

う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
１
つ
解
釈
の
仕
方
と
し
て
、

福
原
隆
善
先
生
が
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
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３
つ
の
立
場
が
あ
る
の
だ
と
。
ま
ず
、「
戒
法
厳
修
」
と
い
う
、

「
小
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
う
べ
し
。
仏
、
悪
人
を
捨
て
た
ま
わ
ね
ど

も
、
好
み
て
悪
を
つ
く
る
こ
と
、
こ
れ
仏
の
弟
子
に
は
あ
ら
ず
、
一

切
の
仏
法
に
悪
を
制
せ
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
い
う
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
。

　

そ
れ
か
ら
「
戒
法
雑
行
」
と
い
う
、
こ
れ
は
「
本
願
の
念
仏
に
は

ひ
と
り
立
ち
を
さ
せ
て
助
を
さ
さ
な
い
。
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
」、

そ
う
い
う
く
だ
り
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
１
つ
は
、「
戒
法
随
分
」
と
い
う
、
こ
れ
は
「
し

か
れ
ど
も
分
に
従
い
て
悪
業
を
と
ど
め
よ
」。
戒
に
は
皆
さ
ん
も
ご

承
知
の
よ
う
に
、
全
受
と
分
受
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
続

き
に
「
縁
に
触
れ
て
念
仏
を
行
じ
、
往
生
を
期
す
べ
し
」
と
い
う
法

然
上
人
の
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
深
い
内
省
に
基
づ
い
て
、
ご
自
身
は
戒
定
慧
三
学
非

器
と
し
な
が
ら
も
授
戒
を
し
て
い
る
の
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
ま
た

聖
冏
上
人
は
「
守
れ
な
く
て
も
戒
は
受
け
入
れ
る
べ
し
」、
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
。
確
か
に
往
生
の
た
め
の
念
仏
行
で
あ
る
こ
と
は
第

一
義
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
戒
を
守
ろ
う
と

す
る
こ
と
を
完
全
に
放
棄
、
例
え
ば
真
宗
の
よ
う
に
無
戒
の
立
場
に

し
て
し
ま
う
と
、
悪
人
と
し
て
の
自
覚
が
な
さ
れ
な
く
な
る
と
い
っ

た
、
一
貫
し
た
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
福
原
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。

　

理
事
長
の
上
田
見
宥
先
生
は
よ
く
こ
う
い
う
現
場
で
こ
う
い
う
表

現
を
な
さ
い
ま
す
。「
戒
は
お
薬
、
お
念
仏
は
御
飯
で
す
よ
」
と
お

っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

　

お
念
仏
は
毎
日
申
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
御
飯
も
毎
日
食
べ
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
も
の
は
病
気
に
な
り

ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
戒
と
い
う
お
薬
が
必
要
で
す
よ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

あ
の
授
菩
薩
戒
儀
の
第
一
開
導
の
と
こ
ろ
に
「
生
死
の
大
海
は
戒

を
船
筏
と
な
し
、
三
途
の
重
病
人
は
戒
を
良
薬
と
な
す
」
と
出
て
ま

い
り
ま
す
か
ら
、
上
田
先
生
の
よ
う
な
表
現
な
ん
か
は
非
常
に
わ
か

り
や
す
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
後
藤
先
生
か
ら

も
一
言
お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

私
は
「
念
仏
の
助
業
」
と
し
て
の
持
戒
で
十
分
だ
と
思
い
、

ほ
か
の
位
置
づ
け
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
念
戒
一
致
と
い
う

こ
と
に
関
し
て
は
、
あ
え
て
私
は
念
戒
一
致
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
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用
語
を
軽
々
し
く
使
う
の
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。

　

も
う
ご
承
知
の
方
は
、
そ
れ
が
妄
伝
の
浄
土
布
薩
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
西
山
の
教
義
で
あ
っ
た
り
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
念
戒
一
致

と
い
う
言
葉
が
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
ご
理
解
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
あ
え
て
『
布
教
・
教
化
指
針
』
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
理
解

を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
然
上
人
『
逆
修
説
法
』
の
三
七
日
目
の
お

言
葉
で
、「
至
心
に
専
ら
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
念
ず
れ
ば
、
す

な
わ
ち
彼
の
仏
、
無
貪
清
浄
の
光
を
放
ち
て
照
触
摂
取
し
た
も
う
が

ゆ
え
に
」、
略
し
ま
す
が
、「
持
戒
清
浄
の
人
と
均
し
き
な
り
」
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
清
浄
光
を
放
っ
て
い
た
だ
く
か
ら
、
持
戒
清
浄
の
人
と
同

じ
く
な
れ
る
と
い
う
、
確
か
に
ご
法
語
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
え
て

言
え
ば
念
戒
一
致
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
境
地
な
の
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
念
戒
一
致
と
い
う
言
葉
を
お
檀
家
さ
ん
に
言
う
必
要
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
私
は
お
隣
に
座
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
林

田
先
生
が
こ
の
『
現
代
戒
想
』
と
い
う
本
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
、

非
常
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

　

簡
単
に
言
え
ば
、
戒
と
念
仏
に
つ
い
て
法
然
上
人
の
ご
一
生
を
通

し
て
話
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
く
の
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
し
、

い
わ
ゆ
る
法
然
上
人
の
一
代
記
の
中
を
通
し
て
、
法
然
上
人
の
歩
ま

れ
た
道
を
た
ど
れ
ば
、
戒
と
い
う
も
の
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
さ
ら
に
念
仏
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
念
仏
す
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
い
い
の
だ
と
い
う

弟
子
た
ち
が
出
て
き
た
と
き
に
も
、
法
然
上
人
の
戒
に
対
す
る
お
言

葉
と
い
う
の
が
ま
た
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
お
檀
家
さ
ん
に
お
話
し
し
て
、
余
り
大

仰
に
念
戒
一
致
だ
と
か
、
そ
ん
な
説
き
方
は
、
私
は
か
え
っ
て
軽
々

し
く
思
え
る
し
、
そ
れ
な
ら
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
両
先
生
か
ら
お
念
仏
と
戒
の

関
係
に
つ
い
て
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
阪
口
先
生
が
言
及

い
た
だ
き
ま
し
た
、
小
澤
先
生
が
、
今
、
こ
の
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
平
成
23
年
度
か
ら
３
年
間
に
わ
た
っ
て

『
布
教
羅
針
盤　

授
戒
編
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
論
文
を
お
ま
と
め

に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
小
澤
先
生
か
ら
『
羅
針
盤
』
の
ご
著
者
を

代
表
し
て
、
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

小
澤　

布
教
師
会
か
ら
の
要
請
が
あ
り
ま
し
て
、
大
乗
菩
薩
戒
の
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展
開
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
と
分
け
て
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
私
も
日
ご
ろ
か
ら
思
っ
て
い
る
こ

と
の
思
い
を
少
し
だ
け
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
念
戒
一
致
と
い
う
言
葉
が
先
ほ
ど
か
ら
出
て
き

て
い
ま
す
が
、
や
は
り
無
理
に
念
と
戒
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
私
は
常
日
ご
ろ
思
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
浄
土
宗

は
戒
脈
と
宗
脈
の
二
本
立
て
で
す
の
で
、
二
本
立
て
は
二
本
立
て
で
、

一
如
に
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
自
身
は
実
際
に
三
聚
浄
戒
と
し
て
お
授
け
す
る
も
の
で

す
か
ら
、
三
聚
浄
戒
と
い
う
の
は
私
の
持
論
な
の
で
す
が
、
や
は
り

摂
善
法
戒
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

摂
善
法
戒
と
い
う
の
は
浄
土
宗
に
と
っ
て
は
念
仏
の
教
え
で
す
か
ら
、

も
う
三
聚
浄
戒
、
よ
く
保
つ
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
お
念
仏
の
教
え

を
こ
れ
か
ら
実
践
し
て
い
き
ま
す
と
い
う
誓
い
に
な
っ
て
い
る
の
だ

と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
私
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
突
然
の
ご
指
名
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
適
切
な
ご
指
摘
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
詳

細
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
、『
布
教
羅
針
盤
』
に
、
丁
寧
な
解
説

を
施
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
一
読
を
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
次
の
ご
質
問
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
度
は
法
会
の
開
筵
に
つ
い
て
の
ご
質
問
で
す
が
、
阪
口
先
生
、

ま
た
西
城
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。「
こ
れ
ま

で
授
戒
会
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
授
戒
会
開
筵
を
お
檀
家
さ

ん
に
勧
め
る
の
に
効
果
的
な
方
法
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
教
示
く
だ

さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
別
の
方
か
ら
、
や
は
り
阪
口
先
生
に
、「
３
年
に
１
回
の

五
重
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
新

規
の
お
檀
家
さ
ん
を
誘
う
の
で
す
か
。
コ
ツ
な
ど
が
あ
れ
ば
教
え
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

阪
口　

一
言
で
言
う
と
、
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
昨
日
も
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
１
５
０
年
間
に
50
回
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
近
年

は
も
う
３
年
ご
と
に
五
重
、
授
戒
、
五
重
、
授
戒
と
、
私
ど
も
の
寺

で
は
や
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
年
々
こ
の
受
者
の
数
が
減
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
来
年

は
五
重
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
人
数
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
に
か
く
人
数

さ
え
集
ま
れ
ば
、
あ
と
は
こ
っ
ち
の
努
力
で
何
と
で
も
な
る
の
だ
か
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ら
、
と
に
か
く
人
数
を
と
い
う
こ
と
で
、
心
を
尽
く
し
て
い
ろ
い
ろ

し
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
五
重
の
案
内
の
紙
一
枚
配
っ
た
だ
け
で
、
そ
ん
な
も
の

で
は
な
い
の
で
す
。
や
は
り
詠
唱
の
会
も
や
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
れ

か
ら
お
て
つ
ぎ
運
動
も
し
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
団
体
参
拝
、
名

刹
寺
院
参
拝
な
ん
か
も
行
っ
て
、
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
、
親
し
く
話

を
す
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
の
ご
ろ
檀
家
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
な
趣
味
を
持
っ
て

お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
発
表
の
場
と
し
て
市
民
会
館
の
近
く

の
ホ
ー
ル
を
借
り
て
文
化
祭
を
す
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
し

ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
１
つ
大
切
な
こ
と
は
、
開
筵
へ
の
熱
意
で
す
ね
。
決

め
た
か
ら
に
は
ど
う
し
て
も
す
る
の
だ
と
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
、
必

ず
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
10
人
に
な
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
た
と
え
大
赤

字
に
な
っ
た
と
し
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
を
続
け
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
者
が
、
信
心
が
確
立
し
て
く
れ
る
人
が

で
き
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
本
人
が
や
る
気
が
あ
れ
ば
絶
対

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
や
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
老
人
力
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
“
僧
侶
力
”
と

い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
張
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
僧
侶
に

求
め
る
も
の
の
一
番
は
や
は
り
人
徳
で
す
。

　

１
つ
で
は
な
く
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
、
そ
の
お
檀
家
さ
ん
に
訴

え
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
人
は
本
当
に
真
剣
に
や
る
気

が
あ
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
訴
え
て
い
く
し
か
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
ん
な
、「
は
い
、
行
け
」
と
い
う
、
そ
ん
な
も
の
は
な
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
と
も
ど
も
に
協
力
し
て
い
け
ば
、
何
と
か
な
る

と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
授
戒
会
と
五
重
相

伝
の
前
後
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
阪
口
先
生
に
は
貴
重
な

熱
の
こ
も
っ
た
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
質
問
が
西

城
先
生
に
来
て
お
り
ま
し
て
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
帰
敬

式
は
、
仏
教
ま
た
浄
土
宗
の
信
者
に
な
る
入
口
と
し
て
重
要
で
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、
各
寺
院
、
組
、
教
区
な
ど
で
行
う
場
合
、
ど
の

よ
う
に
お
檀
家
の
方
々
に
勧
め
て
い
け
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

江
東
組
で
も
４
年
ご
と
に
授
戒
会
ま
た
は
五
重
相
伝
を
行
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っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
間
の
年
に
帰
敬
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。
各
寺

院
に
チ
ラ
シ
を
配
る
わ
け
で
す
が
、
た
し
か
浄
総
研
の
沖
縄
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
住
職
の
ロ
ビ
ー
活
動
が
一

番
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
１
つ
は
、
世
話
好
き
の
女
性
が
必
ず
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
そ
の
人
は
何
人
か
の
友
達
を
誘
い
ま
す
。
五
重
相
伝
の
人

数
が
ふ
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住
職
と
世
話
好
き
の

女
性
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
阪
口
先
生
は
ご
自
身
の
ご

自
坊
、
ま
た
先
生
の
組
の
伝
統
と
い
う
中
で
、
ま
た
西
城
先
生
は
西

城
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
進
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
江
東
組
単
位
で
の

授
戒
・
五
重
の
開
筵
に
つ
い
て
貴
重
な
お
話
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

昨
日
、
後
藤
先
生
に
も
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
が
所
属

し
て
お
り
ま
す
神
奈
川
教
区
京
浜
組
で
も
、
江
東
組
さ
ん
を
見
習
い
、

授
戒
会
・
五
重
相
伝
を
開
筵
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
後
藤
先
生
、

西
城
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
江
東
組
の
熱
心
さ
に
本
当
に
感
銘
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
し
て
、
阪
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
僧
侶
の
意
識
と
い
う

も
の
を
高
く
持
ち
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
な

の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
次
の
質
問
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。　

総
合
研
究

所
の
袖
山
先
生
よ
り
、「
寺
檀
関
係
と
は
別
の
領
域
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
例
え
ば
宗
内
関
係
学
校
や
寺
院
、
僧
侶
が
指
導
す
る
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
等
に
お
い
て
、
浄
土
宗
檀
信
徒
と
限
ら
ず
と
も
帰
敬
式
を

行
う
場
合
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
も
教
え
を
広
め
る
入

口
と
し
て
は
重
要
、
貴
重
な
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
寺
檀
関
係
を
ベ

ー
ス
と
し
な
い
帰
敬
式
の
可
能
性
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま

す
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
３
先
生
よ
り
も
ふ
さ

わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
総
合
研
究
所
の
東
海
林
先
生
に
お
答
え
い

た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
東
海
林
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

東
海
林　

総
合
研
究
所
研
究
員
の
東
海
林
で
す
。
私
、
浄
土
宗
の

ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
の
事
務
局
員
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
て
、
本
日
は
前
理
事
長
の
岡
本
先
生
も
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
皆

様
に
ご
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

浄
土
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
で
は
昭
和
41
年
か
ら
仏
教
章
研
修

会
と
い
う
研
修
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
と
い
い
ま

す
の
は
バ
ッ
チ
シ
ス
テ
ム
と
申
し
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
カ
ウ
ト
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た
ち
が
、
例
え
ば
炊
事
章
や
、
野
営
章
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
挑
戦
を
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
章
を
取
得
し
ま
す
。

　

そ
し
て
最
終
的
に
ス
カ
ウ
ト
た
ち
の
最
高
の
章
で
あ
る
富
士
章
を

目
指
し
て
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
野
外
活
動
を
行
い
奉
仕
活
動
に
励
む

の
で
す
が
、
そ
の
富
士
章
に
進
む
た
め
に
、
仏
教
章
と
い
う
も
の
、

宗
教
章
と
い
う
も
の
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

仏
教
章
と
い
う
も
の
が
、
浄
土
宗
の
場
合
で
す
と
、
昭
和
41
年
か

ら
研
修
会
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
毎
年
２
泊
３
日
の
研
修
会
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
も
３
月
に
滋
賀
教
区
の
草
津
の
西
方
寺
様
に

お
き
ま
し
て
第
56
回
の
仏
教
章
研
修
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
研

修
会
の
中
で
必
ず
帰
敬
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
帰
敬
式
に
入
り
ま
す
前
に
、
研
修
会
に
参
加
す
る
前
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
40
名
ぐ
ら
い
の

ス
カ
ウ
ト
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
浄
土
宗
寺
院
の
教
導

職
の
先
生
方
に
、
ご
住
職
た
ち
に
事
前
の
研
修
を
受
け
て
ま
い
り
ま

す
。

　

宗
派
の
名
称
を
知
る
こ
と
、
総
本
山
の
寺
号
、
所
在
地
、
ご
本
尊

の
お
名
前
、
宗
祖
の
お
名
前
、
礼
拝
、
浄
土
宗
宗
歌
、
仏
壇
の
荘
厳

法
、
仏
教
行
事
の
日
常
勤
行
を
事
前
に
研
修
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、

本
研
修
は
２
泊
３
日
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
中
で
釈
尊
伝
、
教
え
、

法
然
伝
、
教
え
、
そ
し
て
帰
敬
式
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
帰
敬
式
は
、
本
日
西
城
先
生
か
ら
資
料
の
中
、
13
ペ
ー
ジ
に

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
牧
達
雄
先
生
が
昭
和
56
年
に
お
ま
と
め
に
な
り

ま
し
た
青
少
年
帰
敬
式
授
戒
会
の
手
引
と
い
う
も
の
に
基
づ
き
ま
し

て
行
わ
れ
る
帰
敬
式
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
音
楽
法
要
、
仏
教
聖
歌
、

そ
し
て
教
授
師
の
説
示
が
あ
り
ま
し
て
、
と
も
し
び
を
使
っ
た
儀
礼

で
す
。
そ
し
て
三
帰
三
竟
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
帰
敬
式
の

内
容
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
56
回
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
２
０
０
０
名
以
上
の
ス
カ

ウ
ト
た
ち
、
高
校
生
、
中
高
生
が
こ
の
研
修
会
、
仏
教
章
研
修
会
受

講
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
３
月
に
ご
ざ
い
ま
し
た
研
修
会
の
中
で
、
帰
敬
式
を
終
え

た
あ
と
に
子
供
た
ち
が
感
想
文
を
書
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

３
名
の
ス
カ
ウ
ト
の
感
想
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。　

　

こ
れ
は
中
学
校
３
年
生
の
女
性
の
方
で
す
が
、「
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
体
験
は
で

き
な
か
っ
た
。
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
、
３
つ
の
こ
と
を
仏
様
に
誓

っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
で
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
」。

　

こ
れ
は
高
校
２
年
生
の
男
の
子
で
す
が
、「
こ
れ
ま
で
自
分
は
仏
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や
神
に
つ
い
て
全
く
信
仰
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
正
直
に
言
え

ば
、
な
ぜ
科
学
が
発
達
し
た
現
代
に
宗
教
な
の
か
と
疑
問
を
感
じ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
を
変
え
て
く
れ
た
の
が
今
回
の
帰
敬
式
で
し
た
。

確
か
に
、
浄
土
宗
に
お
け
る
極
楽
や
阿
弥
陀
様
は
科
学
的
に
は
実
在

す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
釈
尊
に
関
す
る
伝
説
も
本
当

に
あ
っ
た
話
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
、
よ
い
人
生
を
歩
む
た
め
に
役
立
つ
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か

に
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
と
、
改
め
て
感
じ
ま
し
た
」。

　

ま
た
、
こ
れ
は
高
校
１
年
の
男
の
子
で
す
が
、「
帰
敬
式
を
受
け

た
あ
と
、
自
分
が
進
む
べ
き
、
明
る
く
、
正
し
く
、
仲
よ
く
で
き
る

道
が
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
自
分
が
仏
様
に
見
守
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
常
に
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に

思
い
、
今
回
帰
敬
式
で
誓
っ
た
こ
と
を
、
準
備
の
こ
れ
か
ら
の
人
生

の
糧
に
し
た
い
と
感
じ
た
」。

　

以
上
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
万
能
薬
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
は
、
１
９
８
３
年
に
は
、
33
万
人
お
り
ま
し
た
が
、
２
０

１
３
年
に
は
14
万
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
傾
向
は
こ
れ

か
ら
も
続
く
と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
か
ら

も
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
も
う
１
つ
、
最
近
、
指
導
者
の
方
や
ご
父
兄
か
ら
、
浄
土

宗
の
教
え
を
も
う
少
し
知
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
お
話
も
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
研
修
会
で
普
段
お
会
い
し
て
い
る
子
供
た
ち
は
、
お
檀

家
さ
ま
か
ら
い
え
ば
、
ご
当
主
の
孫
世
代
に
当
た
る
方
だ
と
思
い
ま

す
。
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
た
ち
、
ご
当
主
か
ら
す
れ
ば
お
子
さ
ん

の
世
代
、
子
育
て
を
し
て
お
る
世
代
か
ら
、
も
っ
と
浄
土
宗
の
こ
と

を
知
り
た
い
と
い
う
ご
意
見
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
こ

と
も
あ
わ
せ
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
東
海
林
先
生
に
は
、
ご
自
身

の
体
験
に
基
づ
き
ま
し
て
、
貴
重
な
ご
報
告
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

恐
ら
く
袖
山
先
生
は
大
本
山
善
光
寺
ま
た
長
野
教
区
主
催
で
行
わ

れ
て
い
る
子
供
信
行
道
場
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
ご
質
問

い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
言
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

袖
山　

帰
敬
式
の
場
合
は
、
や
は
り
子
供
会
や
何
か
で
そ
れ
ぞ
れ
、

夏
休
み
の
た
っ
た
１
日
の
子
供
会
の
中
、
あ
る
い
は
１
泊
の
子
供
会
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の
中
で
入
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
当
然
お
檀
家
さ
ん
の

お
子
さ
ん
だ
け
で
は
な
く
て
、
お
檀
家
さ
ん
の
お
子
さ
ん
の
友
達
が

一
緒
に
来
る
と
か
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
よ

ね
。

　

そ
う
い
う
中
で
も
、
何
と
か
仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
く
機
会
、
あ

る
い
は
浄
土
宗
の
教
え
に
触
れ
て
も
ら
え
る
機
会
が
１
日
で
も
ふ
え

れ
ば
い
い
な
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
チ
ャ
ン
ス
さ
え
あ
れ
ば
帰
敬

式
も
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
昨
日
の
お
話
が
比
較
的
寺
檀
関
係
を
も
と
に
し
た
お
話
が
多

か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
寺
檀
関
係
と
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
も
教

え
を
広
め
る
機
会
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。

　

で
、
そ
の
帰
敬
式
と
い
う
儀
礼
が
、
今
東
海
林
さ
ん
の
お
話
の
中

に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
興
味
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
方
の
輪
を
広
げ
る

と
い
う
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
、
先
ほ
ど
の
よ

う
な
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
袖
山
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、
１
人
で
も
多
く
の
方
に
仏
縁
ま
た
お
念
仏
の
ご
縁
を
結
ん

で
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
こ
と
は
申
し
上

げ
る
ま
で
も
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
、
東
海
林
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ボ

ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
会
員
数
の
激
減
と
い
う
現
状
、
ま
た
総
本
山
知
恩

院
や
大
本
山
増
上
寺
等
で
帰
敬
式
等
の
行
事
に
参
加
さ
れ
る
檀
信
徒

の
数
が
少
し
ず
つ
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
耳
に
入
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

　

や
は
り
私
ど
も
１
人
１
人
の
僧
侶
や
寺
族
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

に
声
を
か
け
て
、
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
次
の
質
問
で
す
。
後
藤
先
生
に
、「
授
戒
会
、
五
重

の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
こ
と
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
授
戒
会
等
を

受
け
た
あ
と
、
お
別
時
な
ど
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
お

墓
参
り
が
ふ
え
た
と
か
、
そ
の
よ
う
な
調
査
報
告
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

後
藤　

ま
ず
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
関
し
ま
し
て
は
、
そ
れ
は
４
年

前
の
学
術
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
一
昨
年
往
生
さ
れ
ま
し
た
正

村
瑛
明
先
生
が
ま
と
め
ら
れ
た
未
開
筵
地
域
で
の
五
重
相
伝
に
お
け

る
４
つ
の
課
題
の
中
に
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
１
つ
目
は
経
費
で
あ
る
、

2
つ
目
は
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
、
３
つ
目
が
道
具
で
あ
る
、
４
つ
目
は

受
者
へ
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
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ま
し
た
が
、
と
に
か
く
１
回
五
重
、
授
戒
会
を
や
っ
て
、
あ
あ
終
わ

っ
た
と
言
っ
て
も
、
何
か
あ
と
が
続
か
な
け
れ
ば
、
打
ち
上
げ
花
火

の
１
回
で
終
わ
っ
て
、
ま
た
受
者
は
も
と
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
、
正
村
先
生
が
問
題
提
起
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
こ
と
に
や
は
り
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
、
１
回
五
重
、
授
戒
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
ま
す
し
、
江
東
組

だ
と
青
年
会
の
別
時
念
仏
が
毎
月
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
た
め
に
始
ま
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
４
年
前
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
ラ
ー
で
あ

り
ま
し
た
横
井
照
典
先
生
が
盛
ん
に
念
仏
講
を
つ
く
る
べ
し
と
語
ら

れ
て
お
り
ま
し
た
。
講
の
結
成
、
今
の
時
代
で
は
、
講
組
織
を
つ
く

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
や
は

り
授
戒
、
五
重
を
１
回
や
っ
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
定
期
的
な
も
の

を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
も
回
答
な
の

か
な
と
思
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
五
重
ざ
ら
い
や
念
仏
講
だ
け
で
は
な
く
て
、
別
時
念
仏

云
々
、
お
寺
に
通
っ
て
も
ら
い
、
思
い
出
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
１
つ
、
お
墓
参
り
が
ふ
え
た
と
い
う
調
査
報
告
は
あ
り
ま
す

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
今
日
の
資
料
の
中
に
は
入
っ
て
い

な
か
っ
た
部
分
で
あ
り
ま
し
て
、
今
回
「
授
戒
会
を
行
っ
た
こ
と
で
、

檀
信
徒
の
変
化
が
あ
っ
た
ら
お
書
き
く
だ
さ
い
」
と
い
う
欄
に
、
本

当
に
た
く
さ
ん
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

回
答
を
書
い
て
く
だ
さ
る
方
は
そ
れ
ぞ
れ
に
皆
一
所
懸
命
書
い
て

く
だ
さ
い
ま
す
の
で
、
１
つ
１
つ
全
部
紹
介
し
た
い
ぐ
ら
い
、
す
べ

て
が
「
よ
か
っ
た
」「
よ
か
っ
た
」「
や
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
よ

う
な
内
容
で
す
。
４
つ
だ
け
、
ち
ょ
っ
と
早
口
で
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
と
、
長
野
の
ご
住
職
は
、「
授
戒
会
を
満
行
し
た
と
き
は

喜
び
で
皆
い
っ
ぱ
い
で
す
が
、
数
日
も
す
れ
ば
も
と
に
戻
っ
て
し
ま

う
の
が
現
代
人
の
姿
で
あ
り
、
お
寺
参
り
を
さ
せ
る
こ
と
は
非
常
に

難
し
い
で
す
。
五
重
の
あ
と
で
授
戒
を
受
け
て
い
る
の
で
、
五
重
の

お
か
げ
に
よ
る
意
識
変
化
以
上
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
授
戒
に
対
し
て
、
五
重
よ
り
は
変

化
が
そ
ん
な
に
な
い
と
い
う
よ
う
な
感
想
で
し
た
。

　

ま
た
や
は
り
長
野
の
方
で
、「
受
者
に
仏
教
徒
と
し
て
の
自
覚
が

芽
生
え
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
い
う
こ
と
は
戒
に
抵
触

し
ま
す
か
と
い
っ
た
具
体
的
な
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
、
一
般
の
方
々
は
戒
を
大
切

に
考
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
お
書
き
く
だ
さ
い
ま
し
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た
。

　

あ
と
２
つ
読
み
ま
す
。
佐
賀
で
「
そ
ん
な
に
簡
単
に
変
化
は
出
ま

せ
ん
。
変
化
が
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
５
年
に
１
度

の
授
戒
会
、
そ
れ
か
ら
お
念
仏
に
よ
る
修
養
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

あ
と
、
26
年
に
授
戒
会
を
や
っ
て
、
31
年
に
五
重
を
や
っ
て
、
私
は

住
職
を
退
職
す
る
予
定
で
す
」。
こ
こ
ま
で
計
画
さ
れ
て
い
る
と
い

う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

最
後
、
大
分
の
方
の
ご
意
見
で
す
が
、「
開
筵
後
数
年
の
間
は
確

か
に
よ
い
方
向
へ
変
化
し
ま
す
。
受
者
の
感
動
が
持
続
す
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
10
年
近
く
経
過
す
る
と
、
授
戒
会
、
五
重
相
伝
と

も
に
そ
の
感
激
も
薄
れ
が
ち
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
や
は
り
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
な

と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
藤
先
生
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
五
重
相
伝
や
授
戒
会
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
報
告
、
ま
た
後
藤
先

生
ご
自
身
が
所
属
し
て
お
ら
れ
ま
す
江
東
組
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ

い
て
丁
寧
な
ご
報
告
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
れ
か
ら
五
重
相
伝
、
授
戒
会
あ
る
い
は
帰
敬
式
を
進
め

て
い
く
に
当
た
り
ま
し
て
、
１
発
だ
け
の
花
火
の
打
ち
上
げ
と
い
う

こ
と
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
や
は
り
定
期
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
を

念
頭
に
、
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
い
う
の
は
や
は
り
と
て
も
大
切
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
西
城
先
生
に
ご
質
問
を
頂
戴
し
て
あ
り
ま
す
。「
帰
敬
式
を

行
う
べ
き
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
阪
口
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
よ
う
な
念
仏
入
門
会
で
は
な
く
、
帰
敬
式
で
あ
る
意
味
は
何
で
し

ょ
う
か
。
違
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

や
は
り
念
仏
入
門
と
い
う
よ
り
仏
教
入
門
だ
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
袖
山
先
生
が
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
手
を
合
わ
せ

る
と
い
う
こ
と
と
か
仏
前
で
い
う
の
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
寺
の
サ
ラ
ナ
親
子
教
室
で
は
、
幼
稚
園
に
入
る
前
の
子
供
た

ち
が
い
ま
す
の
で
、
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
か
、
い
わ
ゆ
る
花
祭
り

か
ら
始
ま
り
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
本
尊
さ
ん
は
誕
生
仏
が
一
番

い
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
の
か
わ
い
い
姿
を
見
て
手
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
と
い
う

こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
、
お
花
を
上
げ
た
り
、
そ
し
て
木
魚
を
打
つ
と
い

う
こ
と
も
、
小
さ
な
子
供
で
も
ポ
ク
ポ
ク
打
っ
て
ま
す
の
で
、
そ
う
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い
う
意
味
で
は
念
仏
は
小
さ
い
の
で
す
が
、
称
え
て
く
れ
ま
す
の
で
、

と
り
あ
え
ず
仏
教
に
触
れ
る
、
そ
し
て
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と

が
一
番
大
切
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
の
ご
回
答
は
、
昨

日
来
の
議
論
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
授
戒

会
の
伝
統
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
帰
敬
式
の
開
筵
を
契
機
と
し
て
、
ま

ず
仏
様
の
み
教
え
、
手
を
合
わ
せ
る
心
を
育
む
と
い
う
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
阪
口
先
生
の
よ
う
に
伝
統
的
に
授
戒
会
の
あ
る

地
域
で
は
帰
敬
式
よ
り
も
や
は
り
授
戒
会
の
開
筵
を
目
指
す
べ
き
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、

伝
統
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
実
り
の
あ
る
、
そ
の
地
域
の

実
状
に
合
っ
た
法
要
、
法
会
を
行
っ
て
い
く
べ
き
と
い
う
こ
と
と
な

る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
今
度
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
武
田
先

生
か
ら
阪
口
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。
実
は
先
生
の
ご
質
問
は
２
方

面
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
阪
口
先
生
か
ら
の
回
答
の
あ
と
に

西
城
先
生
か
ら
も
回
答
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
正
授

戒
を
中
心
に
、
暗
夜
道
場
は
変
え
て
も
い
い
の
で
は
と
い
う
ご
意
見

で
し
た
が
、
私
が
行
っ
た
受
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
ハ
ワ
イ

で
も
沖
縄
で
も
江
東
組
で
も
、
暗
夜
道
場
に
対
す
る
、
生
ま
れ
変
わ

っ
た
と
い
う
宗
教
的
な
感
動
の
意
見
が
圧
倒
的
で
し
た
が
、
体
験
の

深
さ
に
つ
い
て
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
」
と
い
う
ご

質
問
で
す
。

　

阪
口
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

阪
口　

私
も
、
そ
の
暗
闇
の
体
験
と
い
う
の
は
、
そ
の
効
果
は
認

め
ま
す
し
、
否
定
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

一
番
顕
著
な
の
が
善
光
寺
の
戒
壇
め
ぐ
り
で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
学

問
的
に
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
擬
死
再
生
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
１
度
暗
闇
の
中
に
入
っ
て
死
ん
だ
つ
も
り
に
な

っ
て
、
そ
し
て
ま
た
明
る
い
と
こ
ろ
へ
出
て
、
生
き
返
っ
た
よ
う
な

気
持
ち
に
な
っ
て
、
ま
た
気
分
が
変
わ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意

味
に
お
い
て
、
効
果
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
昨
日
も
申
し
ま

し
た
よ
う
に
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
る
方
も
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
１

つ
、
や
は
り
何
人
も
の
お
手
伝
い
、
取
り
持
ち
が
要
り
ま
す
。

　

ま
た
五
重
や
授
戒
に
は
暗
夜
が
な
い
と
だ
め
だ
と
い
う
も
の
で
は

な
い
わ
け
で
す
。
和
泉
で
は
も
う
伝
統
的
に
暗
夜
は
な
い
わ
け
で
、

そ
れ
で
十
分
信
心
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
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と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
も
う
１
つ
言
い
た
い
こ
と
は
、
初
め
て
開
筵
す
る
お
寺

に
と
っ
て
、
そ
れ
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

北
海
道
の
ほ
う
で
五
重
さ
れ
た
お
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、
何
を
し

た
か
と
い
う
と
、
時
間
を
と
っ
て
、
そ
し
て
ち
ょ
っ
と
暗
く
し
て
、

先
に
誘
導
し
て
お
い
て
い
た
だ
い
て
、
入
堂
し
、
本
尊
さ
ん
だ
け
明

か
り
を
つ
け
て
、
そ
し
て
お
別
時
し
た
と
い
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
は

私
は
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

　

お
別
時
、
や
は
り
お
念
仏
を
申
し
て
も
ら
う
こ
と
が
第
一
の
目
標

で
、
お
念
仏
を
体
験
づ
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
工

夫
も
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
１
度
申
し
上
げ
ま
す
が
、
こ
の
武
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
よ
う
に
、
私
は
別
に
暗
夜
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
暗
夜
の
伝
統
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
大
和
、
近
江
は

や
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
西
城
先
生
か
ら

も
一
言
お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

西
城　

暗
夜
道
場
は
す
べ
て
目
張
り
を
し
て
光
を
入
れ
な
い
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

増
上
寺
の
よ
う
に
少
し
明
る
い
と
い
う
か
、
電
気
を
少
し
暗
く
す

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
本
尊
様
の
お
顔
が
見
え
る
ほ
う
が
、
よ

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
増
上
寺
の
懺
悔
会
も
や
っ
て
い
ま
す
と
、
行
僧
が
本
当

に
懺
悔
し
て
、
ず
っ
と
、
本
尊
様
の
目
の
前
で
反
省
し
て
い
る
人
が

い
ま
す
。
や
は
り
阿
弥
陀
様
の
顔
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
と
、
同
時

に
一
番
本
尊
様
の
真
近
に
立
て
る
こ
と
が
何
よ
り
も
よ
い
式
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。。

　

そ
う
い
う
点
で
、
私
は
懺
悔
会
で
仏
様
と
相
対
し
て
懺
悔
を
行
っ

た
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
授
戒
会
の
と
き
に
は
懺
悔

会
を
や
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
経
験
で
、
や
は
り

増
上
寺
で
加
行
を
受
け
た
と
き
も
、
す
ご
く
感
激
し
た
法
要
で
す
。

懺
悔
会
は
本
尊
様
の
目
の
前
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
一
言
で
も
称
え

る
形
の
ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
ご
質
問
い
た
だ



─ 103 ─

き
ま
し
た
武
田
先
生
、
も
し
何
か
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま

す
。

　

武
田　

私
も
お
２
人
の
た
だ
い
ま
の
お
答
え
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い

か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
私
は
そ
の
自
分
で
体
験
し
た
あ
と
で
大
学
院
に
入
り
直

し
ま
し
て
、
大
正
大
学
で
宗
教
学
と
い
う
の
を
学
ん
だ
と
き
に
、
あ

あ
、
こ
れ
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

人
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
儀
礼
と
い
う
の
は
世

界
中
に
あ
る
の
で
す
が
、
浄
土
宗
の
こ
の
事
例
が
一
番
優
れ
て
い
る

な
と
い
う
ふ
う
に
、
比
較
し
て
み
て
思
っ
た
ぐ
ら
い
、
優
れ
た
儀
礼

を
伝
統
的
に
つ
く
り
上
げ
て
き
て
い
る
。

　

日
本
の
宗
教
伝
統
と
い
う
の
は
す
ご
い
な
と
い
う
ふ
う
に
感
動
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
授
業
を
受
け
て
、
そ
の
授
業
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
、
や
は
り
こ
う
い
う
直
接
的
な
、
真
っ
暗
闇
か
ど
う
か
は

別
と
し
ま
し
て
、
私
の
場
合
は
増
上
寺
で
す
し
、
阿
弥
陀
様
の
中
に

吸
い
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
体
験
を
し
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
私
に
と

っ
て
は
神
秘
体
験
で
し
た
。

　

神
秘
体
験
を
す
る
こ
と
は
、
浄
土
宗
は
否
定
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
す
が
、
で
も
、
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
意
識
を
持

た
せ
た
り
、
そ
の
結
び
つ
く
、
阿
弥
陀
様
と
つ
な
が
る
と
い
う
よ
う

な
感
覚
を
体
で
感
じ
取
る
。

　

正
授
戒
は
ま
さ
に
頭
で
感
じ
さ
せ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
、
そ
の
前
段
階
で
ま
ず
自
分
が
そ
の
宗
教
的
な
存
在
と

し
て
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
阿
弥
陀
様
の
存
在
を
受
け

と
め
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
う
い
う
体
験
が
あ
っ
て
初
め
て
、
正
授

戒
が
さ
ら
に
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
今
感
じ
て

い
ま
す
。
浄
土
宗
は
す
ば
ら
し
い
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
阪
口
先
生
、
西
城
先
生
、
武

田
先
生
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

西
城
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
懺
悔
会
、
懺
悔
道

場
の
歴
史
的
な
経
緯
、
ま
た
阪
口
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ

う
に
、
伝
統
的
に
大
阪
に
は
懺
悔
会
が
な
い
形
で
の
授
戒
会
が
行
わ

れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
、
ま
た
武
田
先
生
の
ご
意
見
、
そ
れ
ぞ
れ
非

常
に
大
切
な
ご
指
摘
で
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
に
は
、
今

後
授
戒
会
を
開
筵
さ
れ
る
に
当
た
り
ま
し
て
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
引
き
続
き
、
質
問
に
戻
り
ま
す
。
奈
良
教
区
の
横
井
先

生
か
ら
の
ご
質
問
で
す
。「
授
戒
の
菩
薩
道
を
ど
う
お
説
き
に
な
ら
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れ
ま
す
か
。
授
戒
成
満
者
が
歩
む
菩
薩
道
の
事
例
を
挙
げ
て
い
た
だ

け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
後
藤
先
生
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

後
藤　

横
井
先
生
、
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
一
言
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
。
私
、
昨
日
も
横
井
先
生
と
沖
縄
で
の
五
重
の
勧

誡
の
こ
と
な
ど
も
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

横
井
先
生
の
そ
の
質
問
の
中
に
あ
り
ま
す
、
授
戒
の
菩
薩
道
を
ど

う
説
く
の
か
、
菩
薩
道
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
要
は
三
聚
浄
戒
の
摂
衆
生
戒
、
と
い
う
こ
と
を
ど
う
説

く
の
か
と
い
う
よ
う
な
質
問
で
よ
ろ
し
い
で
す
ね
。

　

２
番
目
の
そ
の
成
満
者
が
歩
む
そ
の
菩
薩
道
の
事
例
を
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
こ
れ
は
実
は
ア
ン
ケ
ー
ト
を
横
井
先
生
の
ご
自
坊
に
も

お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
当
に
こ
ん
な
に
沢
山
の
貴
重
な
資
料

を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
横
井
先
生
が
今
年
の
７
月
に
佐
賀
教
区
の
普
通
講
習
会

で
授
戒
会
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
と
き
の
資
料
も
頂
戴
し
ま
し
た
。
そ

の
中
で
横
井
先
生
は
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
講
組
織
の
結
成
と
い
う
こ

と
と
同
時
に
、
勧
誡
の
中
で
は
必
ず
菩
薩
道
の
事
例
を
説
く
べ
し
と

い
う
ふ
う
な
ご
指
示
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

菩
薩
道
の
事
例
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
具
体
的
に
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
言
っ
て
、
有
名
な
、
杉
原
千
畝

外
交
官
、
い
わ
ゆ
る
た
く
さ
ん
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
ビ
ザ
を
渡
し
て
、
ナ

チ
ス
か
ら
救
っ
た
と
い
う
杉
原
千
畝
さ
ん
の
こ
と
と
か
、
乞
食
僧
の

月
僊
上
人
、
あ
る
い
は
知
覧
特
攻
の
母
で
、
零
戦
で
命
を
亡
く
し
た

若
い
人
た
ち
に
母
親
の
か
わ
り
と
し
て
１
機
１
機
を
見
守
っ
た
と
い

う
鳥
濱
ト
メ
さ
ん
と
い
う
方
の
こ
と
。

　

あ
と
、
こ
れ
は
私
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
安
城
市
の
本
田
桂

吾
さ
ん
と
い
っ
て
、
み
ず
か
ら
も
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
に
か
か
り
な

が
ら
も
、
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
難
病
や
障
害

を
持
っ
た
方
に
対
す
る
施
設
を
つ
く
っ
た
と
い
う
、
こ
れ
は
最
近
の

方
の
事
例
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
実
際
に
菩
薩
行
、
い
わ
ゆ
る
慈
悲
の
行
を
さ
れ
て
い

る
方
の
事
例
を
説
い
た
ら
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
、
横
井
先
生
の
授

戒
勧
誡
に
お
け
る
方
法
で
し
た
。

　

こ
れ
は
こ
れ
で
あ
り
が
た
く
頂
戴
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
こ
の
場
で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
最
初
の
質
問
に
戻
り
ま
す
が
、
授
戒
の
菩
薩
道
を
ど
う
説
く

か
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
勧
誡
の
と
き
に
林
田
先
生
が
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『
現
代
戒
想
』
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
祖
様
の
一
生
を
説
い

て
い
る
う
ち
に
戒
と
念
仏
の
関
係
性
が
自
然
と
説
け
て
い
っ
て
、
元

祖
様
が
ま
さ
に
菩
薩
道
の
実
践
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
っ

て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
例
え
ば
正
直
言
っ
て
歴
史
に
残
る
よ
う
な
聖
人
君
子
の
生

き
方
を
皆
さ
ん
真
似
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
も
、
な
か
な
か
こ
れ
は

誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
高
砂
の
漁
師
夫
婦
が
法
然
上
人
に
「
殺
生
戒
を
犯
す
こ
と

が
つ
ら
く
て
つ
ら
く
て
仕
方
が
な
い
、
で
も
漁
を
や
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
」
と
涙
を
流
し
た
お
話
。
元
祖
様
に
す
が
り
つ
い
て
、
ま

さ
に
「
殺
生
戒
を
犯
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
だ
」
と
言
っ
て
涙
し

た
、
そ
の
漁
師
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、「
不
邪
淫
戒
を
犯
す
こ
と
が
つ
ら
い
」
と
訴
え
た

「
室
の
泊
」
の
遊
女
で
あ
っ
た
り
、
こ
う
い
っ
た
戒
を
犯
さ
ず
に
は

生
き
て
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
方
々
の
、
そ
の
生
き
方
を
、
ま
た
私

た
ち
、
自
分
の
姿
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
。
そ
れ
こ
そ
五
戒
と
い
う
こ

と
を
言
っ
た
っ
て
、
十
重
禁
戒
に
し
た
っ
て
、
１
つ
１
つ
見
て
い
っ

た
ら
、「
あ
あ
、
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
い
る
か
な
」
と
い
う
ふ
う
に
自

省
す
る
。

　

そ
っ
ち
の
生
き
方
を
、
む
し
ろ
そ
の
聖
人
君
子
で
は
な
い
生
き
方

を
説
い
た
ほ
う
が
、
特
に
現
代
社
会
で
は
な
か
な
か
自
分
を
省
み
る

こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
よ
う
な
世
相
で
す
か
ら
、
訴
え
か
け
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
な
と
、
私
は
そ
の
よ
う
に
お
話
し
ま
し
た
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ご
質
問
を
頂

戴
い
た
し
ま
し
た
横
井
先
生
、
一
言
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
頂
戴
し
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

横
井　

恐
れ
入
り
ま
す
。
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

儀
式
の
こ
と
で
す
ね
。
授
戒
、
五
重
の
場
合
に
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ

っ
た
よ
う
に
暗
夜
道
場
、
要
偈
道
場
、
密
室
道
場
と
あ
り
ま
す
。
や

は
り
こ
の
道
場
が
大
事
な
の
で
す
ね
。

　

と
い
う
の
は
、
人
に
我
々
、
人
間
に
感
性
を
訴
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
感
動
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら

だ
め
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
要
偈
道
場
が
あ
り
、
暗
夜
道
場
が
あ

り
、
密
室
道
場
が
あ
る
か
。

　

そ
れ
を
上
手
に
訴
え
る
と
い
う
、
そ
の
工
夫
は
や
は
り
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
受
者
の
人
は
大
き
な
感
動
を
受
け
、
そ
し

て
精
進
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
し
た
が
、
復
習
と
い
う
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こ
と
で
、
必
ず
お
さ
ら
い
会
を
し
て
も
ら
う
。
だ
か
ら
、
五
重
そ
れ

か
ら
授
戒
、
お
さ
ら
い
会
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
な
か
な
か
人
を
集

め
る
の
は
大
変
で
す
。

　

だ
か
ら
今
、
併
修
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

自
坊
で
御
忌
が
あ
れ
ば
、
御
忌
さ
ん
と
五
重
の
お
さ
ら
い
会
あ
る
い

は
授
戒
の
お
さ
ら
い
会
を
兼
ね
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

ま
た
彼
岸
で
す
ね
。
お
彼
岸
と
、
そ
れ
か
ら
五
重
の
お
さ
ら
い
会
、

授
戒
の
お
さ
ら
い
会
を
兼
ね
て
や
る
。
そ
う
す
る
と
、
人
が
あ
る
程

度
集
ま
っ
て
く
れ
る
。

　

そ
う
い
う
具
合
に
し
て
、
ず
っ
と
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
や
は
り

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
横
井
先
生
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
と
、
五
重
や
授
戒
の
お
さ
ら
い
会
を
兼
ね
て

勤
め
て
い
く
と
い
う
、
大
変
貴
重
な
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
阪
口
先
生
へ
の
ご
質
問
で
す
。
お
二
方

か
ら
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
読
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。　
「
浄
土
宗
教
師
は
戒
脈
を
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

僧
侶
こ
そ
身
を
た
だ
す
べ
き
だ
と
い
う
論
旨
は
、
授
戒
の
効
果
は
発

揮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
も
の

で
す
。
あ
る
い
は
「
信
、
信
仰
、
信
じ
る
こ
と
と
い
っ
た
も
の
を

我
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
一
般
の
方
々
、

檀
信
徒
に
伝
え
て
い
く
べ
き
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご

質
問
で
す
。
そ
れ
で
は
、
阪
口
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

阪
口　

戒
脈
を
受
け
て
い
る
の
に
僧
侶
こ
そ
身
を
た
だ
す
べ
き
だ

と
い
う
論
旨
は
、
重
要
な
ご
質
問
で
す
が
、
逆
に
こ
ち
ら
か
ら
質
問

し
た
い
で
す
が
、
こ
の
質
問
を
し
て
い
る
方
は
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
胸
に
手
を
当
て
て
じ
っ
く
り
考
え
て
み
て
い
た
だ
い
た
ら
、

わ
か
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

　

あ
の
法
然
上
人
で
さ
え
、
ご
自
分
の
こ
と
、
法
然
上
人
は
皆
さ
ん

ご
存
じ
の
よ
う
に
叡
空
上
人
か
ら
円
頓
戒
を
授
か
っ
て
い
ま
す
が
、

法
然
上
人
で
さ
え
愚
痴
の
法
然
房
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
よ
。
押

し
て
知
る
べ
し
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
以
上
の
こ
と
は

も
う
申
し
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
１
つ
、「
信
仰
心
と
い
っ
た
も
の
を
我
々
が
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
一
般
の
檀
信
徒
に
伝
え
て

い
く
べ
き
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、

こ
れ
は
も
う
「
自
信
教
人
信
」
で
す
ね
。
や
は
り
ま
ず
自
分
で
し
ょ

う
ね
。
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み
ず
か
ら
お
念
仏
し
て
い
な
い
の
に
、
信
仰
も
な
い
の
に
、
や
は
り

人
に
信
仰
を
と
い
う
の
は
無
理
で
す
か
ら
、
や
は
り
ま
ず
自
分
、

「
自
信
教
人
信
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
阪
口
先
生
の
ご
指
摘
は
、

私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
の
１
人
１
人
の
胸
に
突
き
刺
さ
る
、
や
は
り
浄

土
宗
僧
侶
の
矜
持
を
保
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ

と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

　

い
よ
い
よ
最
後
の
質
問
と
な
り
ま
し
た
。

　

滋
賀
教
区
の
田
原
上
人
か
ら
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。「
す
べ
て
の

課
題
も
現
代
仏
教
僧
侶
の
社
会
的
使
命
感
に
立
っ
て
い
け
ば
、
問
題

は
解
決
の
方
向
に
行
く
も
の
と
思
い
ま
す
。
阪
口
先
生
の
言
わ
れ
る

と
お
り
、
檀
信
徒
は
僧
侶
の
生
き
方
を
見
て
お
ら
れ
る
。
我
々
僧
侶

の
１
人
１
人
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
３
先
生
の
ご
意
見
を
お
伺
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
」。

昨
日
、
私
ど
も
に
阪
口
先
生
か
ら
投
げ
か
け
て
い
た
だ
い
た
ま
こ
と

に
貴
重
な
ご
提
言
、
そ
れ
を
受
け
て
の
田
原
先
生
の
ご
質
問
で
す
。

こ
ち
ら
は
３
先
生
か
ら
昨
日
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
の
意

味
を
込
め
て
お
言
葉
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
後
藤
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

後
藤　

た
し
か
に
檀
信
徒
は
僧
侶
の
生
き
方
を
見
て
い
る
、
我
々

僧
侶
１
人
１
人
の
姿
勢
が
今
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
こ
う
い
っ
た

ご
意
見
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
す
。
自
分
の

こ
と
ば
か
り
申
し
ま
す
が
、
や
は
り
自
分
の
こ
と
か
ら
考
え
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
、
授
戒
会
の
勧
誡
師
と
い
う
任
を
受
け
て
つ
く
づ
く
思
い
ま

し
た
。
皆
様
も
伝
戒
師
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
ら
、
そ
し
て
ま
た
自

分
よ
り
ご
年
配
の
皆
さ
ん
に
戒
を
説
く
立
場
に
な
っ
た
ら
ど
う
で
し

ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
身
が
引
き
締
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
自
分
は
ど
う
見
ら

れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
毎
日
の
生
活
、
行
動
を
省
み
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
原
稿
を
つ
く
れ
ば

つ
く
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
え
る
自
分
な
の
か
な
と

い
う
思
い
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
と
て
も
上
か
ら
目
線
な
ど
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
授
戒
を
開
筵
し
よ
う
と
住
職
が
決
め
た
以

上
、
自
分
の
生
き
ざ
ま
、
生
活
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
よ
い
機
会
に
は

絶
対
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
そ
う
な
り
ま
し
た
。
も
う
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
か
ら
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始
め
ま
し
た
。
朝
の
お
勤
め
ひ
と
つ
で
も
、
聞
か
れ
て
い
る
と
い
う

意
識
を
持
っ
て
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
私
自
身
、
受
者
の
皆
様

に
対
し
て
胸
を
張
っ
て
言
え
る
こ
と
は
、
例
え
ば
十
重
禁
戒
を
１
つ

１
つ
振
り
返
っ
て
は
、
ま
た
や
っ
て
し
ま
っ
た
、
や
っ
て
し
ま
っ
た

と
言
っ
て
、
懺
悔
念
仏
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
こ
そ
四
十
八
軽
戒
な
ん
て
い
っ
た
ら
も
う
、
こ
れ
も
だ
め
、

こ
れ
も
だ
め
の
連
続
で
す
。「
戒
を
説
く
資
格
が
な
い
の
に
戒
師
を

勤
め
て
は
い
け
な
い
」「
立
っ
て
お
説
教
し
て
は
い
け
な
い
」
と
か
、

全
部
ア
ウ
ト
に
な
る
か
な
と
思
う
と
、
四
十
八
軽
戒
は
ほ
と
ん
ど
だ

め
で
す
ね
。

　

せ
め
て
十
重
禁
戒
１
つ
１
つ
振
り
返
っ
て
、
ま
た
や
っ
て
し
ま
っ

た
と
言
っ
て
懺
悔
す
る
。
そ
の
毎
日
で
あ
る
。
そ
の
ぐ
ら
い
し
か
、

受
者
の
皆
さ
ん
に
堂
々
と
言
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
ま
さ
に
私
自
身
の
姿
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う

反
省
を
持
っ
て
、
今
日
も
こ
う
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
わ
け
で
す
。
人
の
こ
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。
自
分
の
こ
と
だ
け
申
し

上
げ
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
西

城
先
生
か
ら
お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　

西
城　

最
後
に
『
梵
網
経
』
の
一
節
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

１
つ
は
総
合
研
究
所
の
宣
伝
で
も
あ
り
ま
す
が
、「
布
薩
の
日
は

新
学
の
菩
薩
、
半
月
、
半
月
に
布
薩
し
、
十
重
四
十
八
軽
戒
を
誦
す

べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。

　

毎
月
15
日
と
晦
日
、
旧
暦
の
満
月
と
新
月
の
と
き
に
は
過
去
半
月

間
の
反
省
し
合
う
法
会
、
法
要
で
す
。
そ
の
戒
経
、『
菩
薩
戒
経
』

を
一
人
誦
し
て
、
こ
れ
を
聴
聞
し
て
そ
れ
を
反
省
す
る
。

　

こ
れ
を
半
月
布
薩
式
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
今
は
も
う
ほ
と
ん
ど

廃
絶
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
布
薩
式
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
な
の
で
、
廃
絶
し
て
い
る
法
要
で
す
が
、
総
合
研
究
所
は
公

開
講
座
と
し
て
平
成
26
年
１
月
に
こ
の
半
月
布
薩
式
を
、
復
元
、
再

生
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

も
う
１
つ
、
授
戒
会
を
勤
め
る
に
当
た
っ
て
、
戒
師
始
め
は
も
う

１
度
そ
の
『
菩
薩
戒
経
』
の
訓
読
を
誦
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
一
節
に
は
、
一
切
の
法
を
解
せ
ず
し
て
、
理
解
し
な
い
で
、
し
か

も
そ
の
た
め
に
師
と
な
っ
て
戒
を
授
け
れ
ば
、
軽
戒
を
犯
す
と
あ
り

ま
す
。

　

檀
信
徒
の
教
化
、
教
化
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず
伝
戒
師
・
勧
誡
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師
・
回
向
師
を
始
め
手
伝
い
を
す
る
僧
侶
が
そ
の
一
文
を
肝
に
銘
じ

て
、
励
む
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
阪

口
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

阪
口　

私
も
や
は
り
、
今
ま
で
檀
家
制
度
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い

て
、
人
の
上
か
ら
も
の
を
言
っ
て
い
た
よ
う
な
き
ら
い
が
あ
っ
た
か

ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

同
じ
目
線
で
、
そ
し
て
僧
俗
一
体
と
い
う
そ
の
点
で
、
言
う
な
れ

ば
我
々
お
寺
の
住
職
、
僧
侶
は
極
楽
へ
渡
る
船
の
船
長
さ
ん
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
船
長
さ
ん
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
に
乗
っ
て
い
た
だ

き
、
そ
し
て
そ
の
か
じ
と
り
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
、
転
覆
せ
ぬ
よ
う

に
安
全
に
、
こ
の
乗
っ
て
お
い
で
に
な
る
お
檀
家
さ
ん
を
極
楽
へ
渡

す
。
そ
れ
が
使
命
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
直
葬
と
か
何
た
ら
と
か
、「
釜

前
経
（
カ
マ
マ
エ
キ
ョ
ウ
（」
な
ん
て
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

「
釜
前
経
」
な
ん
て
５
０
４
８
巻
を
探
し
て
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
な

と
思
う
の
で
す
が
、
炉
の
前
で
短
い
お
経
を
し
て
く
れ
と
い
う
意
味

だ
そ
う
で
す
。

　

と
ん
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
我
々
僧
侶
の
存
在
意
義
が

問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
自
分
自
身

が
何
の
た
め
の
浄
土
宗
僧
侶
か
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。

　

そ
し
て
、
我
々
は
な
ぜ
僧
侶
に
な
っ
た
の
か
。
８
０
０
年
前
、
法

然
上
人
が
ご
苦
労
に
ご
苦
労
に
本
当
に
ご
苦
労
を
重
ね
ら
れ
た
、
そ

の
お
か
げ
で
す
。
だ
れ
の
お
か
げ
で
今
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
あ
る
の

か
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
法
然
上
人
様
の
お
か
げ
で
す
し
、
檀

信
徒
の
お
か
げ
で
す
か
ら
、
我
々
は
身
を
粉
に
し
て
そ
の
報
恩
の
誠

を
尽
く
す
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
思
い
ま

す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
、
や
は
り
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
と
に
か
く
魂
を
込
め
て
真
剣
に
取
り
組
む
姿
勢
こ
そ
が

何
よ
り
も
大
事
だ
と
私
自
身
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

林
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
阪
口
先
生
、
西
城
先
生
、
後

藤
先
生
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

田
原
先
生
の
ご
質
問
を
、
い
ま
一
度
少
し
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
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す
。「
現
代
仏
教
僧
侶
の
社
会
的
使
命
感
に
立
っ
て
い
け
ば
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
は
解
決
の
方
向
に
行
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
檀
信
徒

は
僧
侶
の
生
き
方
を
見
て
お
ら
れ
る
。
我
々
僧
侶
の
１
人
１
人
の
姿

勢
が
今
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
」
と
い
う
ご
指
摘
で
す
が
、
そ

れ
を
受
け
た
３
先
生
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、

私
ど
も
は
今
後
勤
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
昨
日
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
を
述
べ

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
４
年
前
に
私
は
、
や
は

り
、
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
五
重
に
つ
い
て

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

4
年
前
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
踏
ま
え
、
加
え
て
、
法
然
上
人
の
教

学
、
ま
た
浄
土
宗
学
、
伝
法
を
少
し
ば
か
り
か
じ
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
私
で
す
が
、
法
然
上
人
の
主
著
で
あ
る
『
選
択
集
』
あ
る
い

は
各
種
御
遺
文
、
そ
し
て
、
聖
冏
上
人
が
戒
に
つ
い
て
ご
提
示
さ
れ

ま
し
た
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』、
さ
ら
に
は
五
重
あ
る
い
は
戒
の
伝
書

の
説
示
内
容
、
そ
う
し
た
こ
と
に
基
づ
き
な
が
ら
、
総
括
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
15
歳
で
皇
円
阿

闍
梨
か
ら
大
乗
戒
を
授
け
ら
れ
、
18
歳
で
黒
谷
に
お
い
て
円
頓
戒
相

承
の
師
、
叡
空
上
人
か
ら
、
慈
覚
大
師
か
ら
の
ご
相
伝
を
受
け
ら
れ
、

「
九
代
の
嫡
嗣
」
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
法
然
上
人
は
、「
戒
行
に
お
い
て
一
戒
を

も
保
た
ず
」
と
い
う
三
学
非
器
の
ご
述
懐
を
吐
露
さ
れ
た
の
も
事
実

で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
嘆
き
な
が
ら
も
修
学
を
重
ね
、
43
歳
、
本
願
念
仏
へ

の
回
心
を
果
た
さ
れ
、
浄
土
開
宗
の
ご
決
意
を
な
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
法
然
上
人
は
、
多
く
の
方
々
へ
授
戒
を
さ
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
決
し
て
自
分
が
三
学
非
器
の
ご
自
覚
を
失
っ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
三
学
非
器
の
ご
自
覚
と
と
も
に
、
阿
弥
陀

様
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
た
信
機
の
自
覚
の
中
で
、
戒
を
守
っ
た
日
々

を
送
る
べ
き
だ
と
い
う
ご
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ご
授
戒
を
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

な
る
ほ
ど
、
法
然
上
人
は
61
歳
か
ら
62
歳
に
か
け
て
行
わ
れ
た
と

さ
れ
る
『
逆
修
説
法
』
の
三
七
日
の
中
で
、
先
ほ
ど
後
藤
先
生
が
言

及
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
阿
弥
陀
様
の
十
二
光
の
う
ち
清
浄
光
、

歓
喜
光
、
智
慧
光
に
よ
っ
て
私
ど
も
の
貪
瞋
癡
の
三
毒
煩
悩
の
働
き

が
抑
え
ら
れ
、
戒
定
慧
が
自
然
に
具
足
さ
れ
る
と
お
示
し
で
す
。
そ

の
中
で
、「
無
貪
善
根
の
身
と
な
り
て
持
戒
清
浄
の
人
と
等
し
き
な

り
」
と
、
念
仏
行
者
は
、
自
ず
と
持
戒
清
浄
の
者
と
な
る
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
思
い
を
ま
と
め
て
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く
だ
さ
っ
た
の
が
、
66
歳
の
『
選
択
集
』
で
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
後
藤
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
私
は

『
現
代
戒
想
』
の
中
で
法
然
上
人
に
お
け
る
戒
に
つ
い
て
、「
私
の
戒

想
―
法
然
浄
土
教
徒
と
し
て
―
」
と
題
し
て
、
い
さ
さ
か
駄
文
を
弄

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
『
選
択
集
』
第
１
、
２
、
３
、

４
章
の
内
容
を
当
て
は
め
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
１
章
・
聖
道
浄

土
二
門
篇
の
中
、
私
ど
も
は
浄
土
門
に
し
か
救
わ
れ
る
道
の
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
第
２
章
・
五
種
正

行
篇
と
第
３
章
・
念
仏
往
生
本
願
篇
の
中
で
は
、
阿
弥
陀
様
が
戒
を

選
び
捨
て
ら
れ
た
、
非
本
願
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
３
つ
の
章
段
を
通
じ
て
、
私
ど
も
が
念
仏
行
者
へ

な
る
べ
き
こ
と
が
順
を
追
っ
て
進
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
第
４
章
・
三
輩
篇
で
は
、
そ
の
選
捨
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
行
、
特
に
、
戒
が
含
ま
れ
る
雑
行
が
「
異
類
の
助
業
」
と
し
て
復

活
を
し
ま
す
。

　

ご
法
語
の
中
で
は
「
決
定
往
生
の
信
を
と
り
て
の
上
は
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
要
は
法
然
上
人
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
往

生
が
で
き
る
と
い
う
確
信
を
い
た
だ
い
た
方
に
す
れ
ば
、
ま
さ
に
戒

も
「
異
類
の
助
業
」
と
し
て
復
活
し
て
く
る
と
説
示
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

こ
の
辺
り
の
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
、
聖
冏
上
人
は
『
顕
浄
土
伝
戒

論
』
の
中
で
「
異
類
の
助
業
」
と
し
て
戒
を
位
置
づ
け
て
く
だ
さ
っ

た
と
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
思
い
の
中
で
聖
冏
上
人
が
伝
宗
伝
戒
の
シ
ス
テ
ム
を

ご
構
築
い
た
だ
き
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
伝
宗
伝
戒
と
い
う
の

は
、
お
念
仏
と
戒
の
両
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
両
者
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
を
仮
に
五
重
の
伝
書
の
中
に
求
め
る
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
初
重
『
往
生
記
』
の
「
和
字
の
法
語
」
に
当
た

る
の
で
は
な
い
か
と
受
け
と
め
て
い
ま
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
機
を
語
る
『
往
生
記
』
の
中
で
二
重
の
『
授

手
印
』
の
説
示
へ
と
つ
な
ぐ
部
分
の
中
で
、「
一
紙
小
消
息
」
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
冒
頭
に
は
「
末
代
の
衆
生
を
往
生
極
楽
の
機
に
当
て
て
み
る

に
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
今
21
世
紀
の
我
々
も
当
た
っ
て
い
る
わ

け
で
す
が
、
そ
の
私
た
ち
が
抱
く
で
あ
ろ
う
４
つ
の
疑
い
、
四
疑
の

中
で
、
法
然
上
人
は
、
第
２
の
疑
い
と
し
て
「
罪
人
な
り
と
て
も
疑

う
べ
か
ら
ず
、
罪
根
深
き
を
も
嫌
わ
じ
と
の
た
ま
え
り
」
と
、
罪
を

犯
し
た
も
の
も
救
済
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
お
示
し
に
な
り
ま
す
。
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続
け
て
法
然
上
人
は
阿
弥
陀
様
の
広
大
な
救
い
を
訴
え
、
そ
の
後
、

「
十
方
に
浄
土
お
お
け
れ
ど
…
、
諸
仏
の
中
に
弥
陀
に
帰
し
た
て
ま

つ
る
は
…
、
諸
行
の
中
に
念
仏
を
用
う
る
は
…
」
と
い
う
所
求
・
所

帰
・
去
行
を
お
示
し
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、「
受
け
が
た
き
人
の
身
を
受
け
」
か
ら
、
五
段
階
の
自

覚
を
促
す
最
後
に
「
生
ま
れ
が
た
き
浄
土
に
往
生
せ
ん
こ
と
喜
び
の

中
の
喜
び
な
り
」
と
訴
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
法
然
上
人
は
ま
さ
に
そ
の
喜
び
に

満
ち
た
念
仏
行
者
が
ど
の
よ
う
な
日
暮
ら
し
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
か
と
い
う
誡
め
と
し
て
、「
罪
は
十
悪
五
逆
の
者
も
生

ま
る
と
信
じ
て
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
う
べ
し
。
罪
人
な
お
生
ま
る
。

い
わ
ん
や
善
人
を
や
」
と
い
う
ご
説
示
へ
と
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
法
然
上
人
は
、
戒
を
守
る
善
人
と
し
て
の
日
暮

ら
し
を
送
る
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
法
然
上
人
は
『
念
仏
往
生
義
』
の
中
で
も
「
構
え
て
、
善

人
に
し
て
、
し
か
も
念
仏
を
も
修
す
べ
し
。
こ
れ
を
真
実
に
、
仏
教

に
従
う
者
と
い
う
な
り
」
と
、
仏
教
者
と
し
て
戒
を
守
っ
て
生
活
す

る
善
人
と
な
る
べ
き
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
初
重
『
往
生
記
』
の
末
尾
に
語
ら
れ
て
い
る
「
和
字
の
法

語
」
に
続
け
て
、
そ
う
し
た
思
い
が
結
実
さ
れ
た
の
が
聖
光
上
人
の

二
重
『
授
手
印
』
に
説
か
れ
る
結
帰
一
行
の
ご
説
示
で
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
『
東
大
寺
十
問
答
』
と
い
う
ご
法
語
の
中
に
、
行
具

の
三
心
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
念
仏
を
称
え
て

い
れ
ば
自
然
と
三
心
が
具
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
、「
一
枚
起

請
文
」
の
中
に
も
「
三
心
四
修
と
申
す
こ
と
の
そ
う
ろ
う
は
」
と
し

て
、
お
念
仏
の
相
続
の
中
に
自
ず
と
三
心
と
四
修
も
具
わ
っ
て
く
る

の
で
す
。

　

さ
ら
に
は
、『
東
大
寺
十
問
答
』
に
は
、
念
仏
行
者
に
は
五
念
門

も
お
の
ず
か
ら
具
足
さ
れ
る
と
お
示
し
で
す
。
つ
ま
り
、
礼
拝
門
、

讃
嘆
門
、
私
た
ち
の
身
と
口
の
働
き
と
い
う
も
の
も
、
お
の
ず
か
ら

阿
弥
陀
様
に
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
日
暮
ら
し
、
あ
る
い
は
言
葉

の
働
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
お
示
し
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
念
仏
一
行
の
相
続
と
戒
の
実
践
と
が
何
ら
の
さ
わ
り
な

く
同
時
並
行
的
に
成
立
し
、
進
ん
で
い
く
姿
に
、
私
た
ち
念
仏
行
者

は
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
３
先
生
方

が
重
ね
て
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
ど
も
念
仏
行
者
の

あ
る
べ
き
姿
こ
そ
法
然
上
人
を
鑑
と
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

昨
日
と
本
日
の
長
時
間
に
わ
た
り
ま
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
立
場
か
ら
、
以
上
の
こ
と
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を
総
括
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
法
然
上
人
を
鑑
と
し
た
私
た
ち
自
身
の
あ
る
べ
き

姿
を
求
め
て
、
教
学
・
布
教
・
法
式
の
立
場
か
ら
の
研
究
、
さ
ら
に

は
総
合
研
究
と
い
う
も
の
が
、
今
後
よ
り
一
層
深
め
ら
れ
、
広
く
共

有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
強
く
切
望
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
結
果
、
私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
は
お
檀
家
の
方
を
対
象

と
す
る
だ
け
と
い
う
よ
う
な
目
線
で
は
な
く
、
僧
俗
分
か
た
ず
、
広

く
す
べ
て
の
方
々
に
向
け
て
、
人
間
形
成
と
信
仰
継
承
と
を
目
指
し

た
授
戒
会
、
帰
敬
式
の
さ
ら
な
る
開
筵
に
努
め
る
と
い
う
こ
と
が
、

何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
私
ど
も
浄
土
宗
僧
侶
の
使

命
と
し
て
、
自
覚
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な

る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
法
会
の
開
筵
は
、
１
カ
寺
だ
け
で
は
な
く

と
も
、
部
や
組
、
教
区
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
通
じ
て
で
も
構
わ
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
う
し
た
法
会
を
開
筵
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
こ
そ
が
法
然

上
人
や
聖
冏
上
人
の
願
い
に
応
え
た
姿
勢
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
私
ど

も
念
仏
行
者
、
浄
土
宗
の
僧
侶
が
阿
弥
陀
様
に
「
よ
く
頑
張
っ
た
な

あ
」
と
、
お
喜
び
い
た
だ
け
る
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り

ま
す
。

　

以
上
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
３
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
提
言
、

ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
こ
め
て
あ
ら
た
め
て
３
先
生
に
大
き
な
拍
手

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
拍
手
（　

〔
同
称
十
念
〕　（

了
（
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『
逆
修
説
法
』
五
七
日
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て

安
孫
子　

稔
章

一
、
問
題
意
識

　
『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略

す
）
の
浄
土
三
部
経
講
説
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
初
・
三
・
五
七

日
で
は
『
無
量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
、
二
・
四
・
六

七
日
で
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
説
か
れ
る
と
い
う
分
類
は
あ

る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
重
複
し
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
今

『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て
注
目
す
る
と
、
法
然
は
『
逆
修
説
法
』

五
七
日
の
中
で
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
説
き
終
わ
っ
た
後
に
、

『
無
量
寿
経
』
の
中
で
念
仏
を
説
い
て
い
る
箇
所
が
七
箇
所
あ
る
と

し
、
さ
ら
に
そ
の
七
箇
所
を
「
本
願
」（
本
願
・
願
成
就
）
と
「
三

輩
」（
上
輩
・
中
輩
・
下
輩
）
と
「
流
通
」（
無
上
功
徳
の
文
・
特
留

此
経
の
文
）
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る）

1
（

。
こ
の
分
類
は
五
七
日
に
お

い
て
初
め
て
明
確
化
さ
れ
る
も
の
の
、
初
七
日
・
三
七
日
に
お
い
て

も
同
様
に
こ
の
三
つ
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
で
は
、
各
七
日
に
お

け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
論
で
は
、
本
願
と
流
通
と
い
う
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
し
て

三
・
五
七
日
に
お
け
る
説
示
を
比
較
検
討
し
）
（
（

、
そ
の
教
学
上
の
相
違

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い）

（
（

。

二
、
本
願
に
つ
い
て

・
三
七
日

　

三
七
日
で
は
、

a
．
次
雙
卷
無
量
壽
經
者
、
淨
土
三
部
經
中
猶
此
經
爲
根
本
也
。

其
故
一
切
諸
善
願
爲
根
本
。
然
此
經
説
彌
陀
如
來
因
位
願
謂
、

乃
往
過
去
久
遠
無
量
無
數
劫
有
佛
、
申
世
自
在
王
佛
。
其
時
有

一
人
國
王
）
4
（

。（
中
略
）

b
．
今
宗
淨
土
人
、
依
此
經
可
持
四
十
八
願
法
門
也
。
持
此
經
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者
、
則
持
彌
陀
本
願
者
也
。
即
法
藏
菩
薩
四
十
八
願
法
門
也
。

其
四
十
八
願
中
、
以
第
十
八
念
佛
往
生
願
而
爲
本
體
也
）
5
（

。（
中

略
）

c
．
抑
法
藏
菩
薩
、
何
者
、
捨
餘
行
唯
以
稱
名
念
佛
而
立
本
願

給
云
、
此
有
二
義
。
一
者
念
佛
殊
勝
功
徳
故
、
二
者
念
佛
易
行

故
遍
于
諸
機
故
）
（
（

。（
中
略
）

d
．
雖
立
如
此
誓
願
、
其
願
不
成
就
者
、
非
正
可
憑
。
然
彼
法

藏
菩
薩
願
、
一
々
成
就
既
成
佛
。
其
中
此
念
佛
往
生
願
成
就
文

云
、
諸
有
衆
生
聞
其
名
號
、
信
心
歡
喜
乃
至
一
念
、
至
心
囘
向

願
生
彼
國
、
即
得
往
生
住
不
退
轉
。
云
）々
（
（

。

と
あ
り
、
ま
ず
浄
土
三
部
経
の
中
で
『
無
量
寿
経
』
こ
そ
根
本
の
経

で
あ
る
と
し
、
法
蔵
説
話
・
四
十
八
願
の
諸
相
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

る
。
次
に
、
浄
土
宗
の
人
は
こ
の
四
十
八
願
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
と

し
、
そ
の
う
ち
第
十
八
願
こ
そ
が
本
体
で
あ
る
と
述
べ
る
。
続
い
て
、

で
は
な
ぜ
法
蔵
菩
薩
が
余
行
を
捨
て
て
念
仏
を
取
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
念
仏
は
殊
勝
の
功
徳
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
と

念
仏
は
行
じ
や
す
い
か
ら
と
い
う
理
由
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
最

後
に
、
願
成
就
文
を
挙
げ
て
確
か
に
こ
の
誓
願
は
成
就
し
て
い
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
整
理
す
れ
ば
、

a
．『
無
量
寿
経
』
の
内
容
（
法
蔵
説
話
・
四
十
八
願
の
諸
相
）
に

つ
い
て

b
．
第
十
八
願
が
本
願
で
あ
り
、
念
仏
の
教
え
の
根
本
で
あ
る
こ
と

c
．
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
に
つ
い
て

d
．
願
成
就
文
に
つ
い
て

と
い
う
構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
五
七
日

　

五
七
日
で
は
、

a
．
次
無
量
壽
經
者
、
如
來
説
教
事
皆
爲
衆
生
濟
度
也
。
故
衆

生
根
機
區
故
、
佛
經
教
亦
無
量
。
而
今
經
爲
往
生
淨
土
説
衆
生

往
生
法
也
。
阿
彌
陀
佛
修
因
感
果
次
第
、
極
樂
淨
土
二
報
莊
嚴

之
有
樣
委
説
給
、
爲
令
勸
衆
生
發
欣
求
心
也
。
然
此
經
所
詮
、

説
我
等
衆
生
可
往
生
之
旨
也
）
（
（

。

　
　
（
中
略
）

b
．
但
釋
此
經
、
諸
師
意
不
同
也
。
今
且
以
善
導
和
尚
御
意
心

得
候
、
此
經
偏
説
專
修
念
佛
旨
、
爲
衆
生
往
生
業
也
。
何
以
知

之
者
、
先
説
彼
佛
因
位
本
願
中
云
、
設
我
得
佛
、
十
方
衆
生
、

至
心
信
樂
欲
生
我
國
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
不
取
正
覺
。

云
）々
（
（

。

（
中
略
）
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c
．
然
往
生
行
我
等
黠
今
始
可
計
事
不
候
。
皆
被
定
置
事
者
也
。

法
藏
比
丘
若
惡
選
立
給
者
、
世
自
在
王
佛
猶
左
可
有
歟
。
令
説

彼
願
共
之
後
。
何
授
記
決
定
可
成
無
上
正
覺
乎
）
11
（

。（
中
略
）
實

我
等
衆
生
取
自
力
許
而
求
往
生
、
此
行
等
爲
叶
佛
御
心
、
又
有

不
叶
不
審
覺
、
往
生
不
定
可
候
。
申
念
佛
願
往
生
人
、
非
自
力

可
往
生
也
、
只
他
力
往
生
也
。
本
自
唱
佛
定
置
之
名
號
、
乃
至

十
聲
一
聲
令
生
給
者
、
十
聲
一
聲
念
佛
一
定
可
往
生
、
其
願
成

就
成
佛
給
云
道
理
候
。
然
者
唯
一
向
仰
佛
願
力
可
決
定
往
生
也
。

以
我
自
力
強
弱
、
不
可
思
定
不
定
）
11
（

。

（
中
略
）

d
．
彼
願
成
就
文
在
此
經
下
卷
。
其
文
云
、
諸
有
衆
生
、
聞
其

名
號
、
信
心
歡
喜
乃
至
一
念
、
至
心
廻
向
願
生
彼
國
、
則
得
往

生
住
不
退
轉
。
云
）々
1（
（

。

と
あ
り
、
ま
ず
釈
尊
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
経
を
説
く

な
か
で
、
こ
の
『
無
量
寿
経
』
は
衆
生
の
往
生
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

た
経
典
で
あ
る
と
す
る
が
、
詳
し
い
説
明
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
次

に
、
善
導
の
意
に
よ
れ
ば
こ
の
経
は
偏
に
専
修
念
仏
を
説
い
た
も
の

で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
第
十
八
願
の
願
文
を
引
用
す
る
。

続
い
て
、
往
生
の
行
は
す
で
に
定
め
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々

が
自
力
で
往
生
し
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
念
仏
と
い
う
往
生
行
が
不

審
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
仏
願
力
を
頼
り
と
し
て

往
生
す
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
三
七
日
同
様
、
願

成
就
文
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、

a
．『
無
量
寿
経
』
の
内
容
に
つ
い
て
（
た
だ
し
詳
細
は
省
略
）

b
．『
無
量
寿
経
』
の
要
旨
は
専
修
念
仏
（
第
十
八
願
＝
本
願
）
に

あ
る
と
い
う
こ
と

c
．
念
仏
は
定
め
置
か
れ
た
往
生
行
で
あ
り
、
他
力
に
任
せ
て
往
生

す
べ
き
こ
と

d
．
願
成
就
文
に
つ
い
て

と
い
う
構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
七
日
と
五
七
日
の
説
示
構
成
の
流
れ
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る

が
、
大
き
く
異
な
る
の
は
c
部
分
の
説
示
で
あ
る
。
こ
こ
は
前
の
記

述
を
受
け
、「
そ
れ
で
は
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
一
行
を
選
択
し
本

願
行
と
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
の
部
分
で
あ
る
が
、

三
七
日
で
は
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
対
し
、

五
七
日
で
は
我
々
の
考
え
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
仏

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
念
仏
の
一
行
を
信
じ
他
力
に
任
せ
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
の
三
七
日
の
説
示
に
つ
い
て
は
、
林
田
康
順
氏
の
論
文
）
1（
（

で
も
詳
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細
に
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
念
仏
の
勝
行
説
に
留
ま
る
も
の
で

あ
っ
て
、
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
説
か
れ
て
い

な
い
と
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
五
七
日
説
示
は
『
選
択
集
』

説
示
と
も
形
を
異
に
し
て
お
り
、
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
と
い
っ
た
面

か
ら
は
考
察
で
き
な
い
が
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
疑
い
の
心
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
促
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
念
仏
一
行
を
本
願
と
な
す
こ
と
は
、
機
辺
か
ら
の
選
び
取

り
で
は
な
く
仏
辺
か
ら
の
選
択
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
に
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
時
点
で

経
疏
を
典
拠
と
し
た
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
と
い
う
明
確
な
提
示
が
で

き
ず
、
そ
れ
で
は
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
理
由
と
し
て
少
し
弱
い
と

考
え
た
法
然
は
、
五
七
日
に
お
い
て
は
、
念
仏
が
勝
易
の
行
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
理
論
的
説
明
を
離
れ
、
た
だ
我
々
に
は
測
る
こ
と
の

で
き
な
い
甚
大
な
仏
意
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
行
が
念
仏
で
あ
る
と

し
、
こ
こ
を
も
っ
て
我
々
が
念
仏
を
行
ず
べ
き
唯
一
無
二
の
理
由
と

し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
本
来
我
々
が
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
仏
意
を
推
し

測
っ
て
、
三
七
日
の
念
仏
勝
行
説
に
組
み
込
ん
だ
も
の
が
、
ま
さ
に

「
聖
意
測
り
難
し
」
と
し
て
勝
劣
義
を
述
べ
た
『
選
択
集
』
第
三
章

段
説
示
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
こ
の
五
七
日

の
説
示
は
、『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
念
仏
実
践
理
論
体
系
を
構
築

す
る
た
め
に
必
要
な
段
階
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、『
無
量
寿
経
』
流
通
分
に
つ
い
て

・
三
七
日

　

三
七
日
で
は
、

a
．
次
至
流
通
、
云
々
。
其
有
得
聞
彼
佛
名
號
、
歡
喜
踊
躍
乃

至
一
念
、
當
知
、
此
人
爲
得
大
利
、
即
是
具
足
無
上
功
徳
。

云
々
。
善
導
御
意
、
上
盡
一
形
下
至
一
念
之
無
上
功
徳
也
。
依

餘
師
意
者
、
但
擧
少
而
况
多
也
。
云
）々
14
（

。（
中
略
）

b
．
次
當
來
之
世
經
道
滅
盡
、
我
以
慈
悲
哀
愍
、
特
留
此
經
止

住
百
歳
、
其
有
衆
生
値
此
經
者
、
隨
意
所
願
皆
可
得
度
。
云
々
。

以
此
末
法
萬
年
後
、
三
寶
滅
盡
時
往
生
而
思
、
顯
一
向
專
念
往

生
義
也
。
其
故
説
菩
提
心
經
皆
滅
者
、
依
何
知
菩
提
心
之
行
相
。

大
小
戒
經
皆
失
依
何
持
二
百
五
十
戒
。（
中
略
）
以
彼
思
今
念

佛
行
者
更
於
餘
善
根
不
具
一
塵
、
決
定
可
往
生
也
）
15
（

。（
中
略
）

c
．
但
修
稱
名
念
佛
一
行
、
至
一
聲
可
往
生
云
也
。
是
亦
彌
陀

本
願
故
也
。
即
彼
本
願
之
遠
攝
一
切
義
也
。

と
あ
り
、
ま
ず
「
無
上
功
徳
」
の
文
を
引
用
し
、
一
生
の
念
仏
か
ら

た
っ
た
一
念
の
念
仏
ま
で
無
上
の
功
徳
で
あ
る
と
す
る
善
導
の
解
釈
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を
挙
げ
る
。
次
に
、
三
宝
が
滅
尽
し
て
し
ま
え
ば
菩
提
心
や
戒
を
知

る
た
め
の
経
も
滅
び
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
も
念
仏
に
よ
り

往
生
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
余
善
な
く
し
て
一
向
専
念
だ

け
で
往
生
が
か
な
う
と
い
う
意
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
。
最
後
に
、

念
仏
で
往
生
で
き
る
の
は
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
と
め
れ
ば
、

a
．
念
仏
は
無
上
の
功
徳
で
あ
る
こ
と

b
．
念
仏
の
み
で
往
生
が
か
な
う
こ
と

c
．
念
仏
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
こ
と

と
な
る
。

・
五
七
日

　

五
七
日
で
は
、

a
．
次
此
經
流
通
分
中
説
云
、
佛
語
彌
勒
、
其
有
得
聞
彼
佛
名

號
、
歡
喜
踊
躍
乃
至
一
念
、
當
知
、
此
人
爲
得
大
利
、
即
是
具

足
、
無
上
功
徳
。
已
上
。
上
三
輩
文
中
雖
説
念
佛
外
諸
功
徳
、

不
讃
餘
善
、
但
擧
念
佛
一
善
、
讃
嘆
無
上
功
徳
流
通
未
來
。

（
中
略
）
念
佛
即
大
利
也
、
餘
行
即
小
利
也
。
念
佛
亦
無
上
也
、

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

餘
行
亦
有
上
也

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
惣
願
往
生
人
、
何
捨
無
上
大
利
念
佛
、
而
執

有
上
小
利
餘
行
乎
）
1（
（

。（
中
略
）

b
．
次
此
經
下
卷
奧
云
、
當
來
之
世
經
道
滅
盡
、
我
以
慈
悲
哀

愍
特
留
此
經
止
住
百
歳
、
其
有
衆
生
値
此
經
者
、
隨
意
所
願
皆

可
得
度
。
云
々
。
善
導
釋
此
文
云
、
萬
年
三
寶
滅
、
此
經
住
百

年
、
爾
時
聞
一
念
、
皆
當
得
生
彼
。
云
々
。
釋
尊
遺
法
有
三
時

差
別
、
正
法
像
法
末
法
也
。（
中
略
）
經
皆
悉
滅
時
、
但
此
經

許
留
給
事
何
事
歟
覺
候
。
釋
尊
以
慈
悲
留
給
事
、
定
深
意
候
覽
。

佛
智
實
難
測
矣
。
應
但
阿
彌
陀
佛
機
縁
深
于
此
界
衆
生
坐
故
、

釋
迦
大
師
留
於
彼
佛
本
願
矣
）
1（
（

。（
中
略
）

c
．
被
説
特
留
止
經
止
住
百
歳
者
、
唯
此
二
軸
經
卷
獨
可
殘
聞

候
。
然
而
實
經
雖
失
、
但
念
佛
一
門
許
留
、
百
年
可
有
乎
覺
候
。

彼
秦
始
皇
燒
書
埋
儒
之
時
、
毛
詩
許
殘
申
事
候
。
其
文
被
燒
、

詩
留
在
口
申
、
詩
人
々
暗
覺
、
故
毛
詩
許
殘
申
事
候
。
以
之
意

得
候
此
經
留
百
年
可
在
申
、
經
卷
皆
隱
沒
南
無
阿
彌
陀
佛
云
事
、

留
于
人
口
百
年
聞
傳
事
覺
候
。
經
者
亦
所
説
法
申
事
者
、
此
經

獨
説
念
佛
一
法
。
然
者
爾
時
聞
一
念
皆
當
得
生
彼
善
導
釋
給
也
。

此
秘
藏
義
也

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
輙
不
可
申
）
1（
（

。

と
あ
り
、
ま
ず
「
無
上
功
徳
」
の
文
を
挙
げ
た
あ
と
に
、
三
輩
の
中

で
念
仏
だ
け
が
無
上
功
徳
と
讃
嘆
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
波
線
部
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
念
仏
は
大
利
・
無
上
で
あ
り
、
諸
行
は
小
利
・

有
上
で
あ
る
と
す
る
対
比
が
あ
る
。
続
い
て
、「
特
留
此
経
」
に
つ

い
て
説
い
た
後
、
な
ぜ
全
て
の
経
が
滅
び
た
後
も
こ
の
『
無
量
寿



─ 11（ ─

経
』
の
み
残
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
智
は
測
り
難
い
と

し
な
が
ら
も
、
阿
弥
陀
仏
と
こ
の
世
界
の
衆
生
と
の
機
縁
が
深
い
の

で
釈
尊
が
慈
悲
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
留
め
置
い
た
と
解
釈

す
る
。
最
後
に
、「
特
留
此
経
」
の
真
意
と
し
て
、『
無
量
寿
経
』
自

体
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
念
仏
は
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述

べ
、
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
を
「
秘
蔵
の
義
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

　

ま
と
め
れ
ば
、

a
．
念
仏
は
大
利
・
無
上
で
あ
り
、
余
行
は
小
利
・
有
上
で
あ
る
こ

と
。

b
．
念
仏
は
機
縁
が
深
い
の
で
末
法
の
後
も
『
無
量
寿
経
』
は
残
る

と
い
う
こ
と

c
．『
無
量
寿
経
』
が
な
く
な
っ
て
も
念
仏
は
残
る
と
い
う
こ
と

（
秘
蔵
の
義
）

と
な
る
。

　

以
上
、
三
七
日
と
五
七
日
の
説
示
を
比
較
検
討
す
る
と
、
ま
ず
a

に
つ
い
て
は
林
田
康
順
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
大
小
義
の
明

言
で
あ
る
。
詳
説
は
省
略
す
る）
1（
（

。

　

続
く
b
の
部
分
は
、
三
七
日
で
は
菩
提
心
や
余
善
が
滅
び
て
し
ま

っ
て
も
念
仏
に
よ
る
往
生
は
残
る
と
い
う
解
釈
か
ら
、
念
仏
一
行
に

よ
る
往
生
が
証
明
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
五

七
日
で
は
、
な
ぜ
念
仏
（『
無
量
寿
経
』）
の
み
が
残
る
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
は
す
で
に

本
願
に
よ
っ
て
誓
わ
れ
、
三
輩
部
分
で
一
向
専
念
に
励
む
旨
が
説
か

れ
て
お
り
、
今
こ
こ
で
重
ね
て
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
を
説
く
よ
り

も
、
な
ぜ
念
仏
の
み
が
残
る
の
か
を
説
く
五
七
日
説
示
の
方
が
「
特

留
此
経
」
の
説
明
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
c
の
部
分
は
、
特
に
五
七
日
に
見
ら
れ
る
『
無
量
寿
経
』
は

滅
び
て
し
ま
っ
て
も
念
仏
は
残
る
と
す
る
「
秘
蔵
の
義
」
は
『
選
択

集
』
に
も
見
ら
れ
な
い
説
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
記
禅
門
に
対
す
る

説
法
と
い
う
『
逆
修
説
法
』
の
極
め
て
限
定
的
な
環
境
で
あ
る
か
ら

こ
そ
説
か
れ
た
説
示
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か）
（1
（

。
法
然
は

『
無
量
寿
経
』
の
み
が
末
法
の
後
も
残
る
こ
と
に
つ
い
て
種
々
考
察

し
て
い
る
が
、
や
は
り
「
聖
意
測
り
難
し
」
で
あ
っ
て
、
ど
れ
も
確

信
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。
た
だ
し
、

た
と
え
『
無
量
寿
経
』
が
滅
び
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
念
仏
だ
け

は
人
の
口
に
残
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
信
を
持
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
選
択
集
』
の
よ
う
な
し
っ
か
り

と
教
理
的
に
体
系
化
さ
れ
た
教
義
書
に
は
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
も
の
の
、『
逆
修
説
法
』
で
は
善
導
の
「
万
年
三
宝
滅
」
の
文
を
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独
自
に
解
釈
し
、「
秘
蔵
の
義
」
と
し
て
説
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
で
き
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
に
、『
逆
修
説
法
』
が
説
か
れ
た
環

境
が
法
然
に
と
っ
て
本
音
を
隠
さ
ず
に
説
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
、

法
然
浄
土
教
的
に
洗
練
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
に

も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

四
、
小
結

　

こ
こ
ま
で
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に

つ
い
て
、
三
・
五
七
日
の
説
示
を
比
較
検
討
し
て
き
た
。『
選
択
集
』

へ
の
展
開
と
い
う
視
座
も
含
め
て
こ
こ
に
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

○
本
願
に
つ
い
て
は
、
三
七
日
の
説
示
が
『
選
択
集
』
へ
と
つ
な
が

る
が
、
五
七
日
説
示
は
仏
辺
か
ら
の
選
び
取
り
を
明
確
に
示
し
て
お

り
、
そ
の
段
階
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
流
通
分
に
つ
い
て
は
、
五
七
日
説
示
が
『
選
択
集
』
へ
と
つ
な
が

る
が
、「
秘
蔵
の
義
」
な
ど
『
選
択
集
』
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

説
示
も
あ
り
、『
逆
修
説
法
』
の
書
的
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
五
七
日
に
お
け
る
『
無
量
寿

経
』
解
釈
は
、『
選
択
集
』
に
通
じ
る
部
分
も
か
な
り
多
く
、
教
学

的
に
も
ほ
ぼ
近
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

全
体
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
と
し
て
、『
逆
修
説
法
』
説
示
は
初

七
日
か
ら
順
に
章
を
下
る
に
応
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
「
逆
修
法
会
」

に
お
け
る
外
記
禅
門
へ
の
説
法
が
進
む
に
順
じ
て
、
法
然
教
学
的
に

精
錬
さ
れ
て
い
く
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

法
然
は
三
重
に
及
ん
で
同
様
の
構
成
で
経
典
講
説
を
施
し
た
と
も
見

て
取
れ
よ
う
。
そ
れ
が
法
然
の
意
図
し
て
構
成
し
た
も
の
な
の
か
、

は
た
ま
た
説
法
を
進
め
る
中
で
法
然
教
学
自
体
が
進
展
し
て
い
っ
た

の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
逆
修
説
法
』
は
法
然

に
と
っ
て
そ
の
浄
土
教
思
想
形
成
の
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

１　
『
昭
法
全
』
二
六
八
―二
六
九
。

２　

初
七
日
は
『
無
量
寿
経
』
に
関
す
る
説
示
分
量
が
少
な
い
た
め
、
こ
こ
で

は
比
較
対
象
か
ら
外
す
。

３　

本
論
文
と
同
様
に
『
逆
修
説
法
』
内
の
説
示
を
比
較
検
討
し
た
研
究
と
し

て
、
林
田
康
順
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義
の
成

立
に
つ
い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来
の
意
義
―
」（
宮
林
昭
彦
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』）
が
あ
る
。
氏
は
念
仏
諸

行
の
勝
劣
・
大
小
相
対
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
、『
逆
修
説
法
』
の
初
七

日
・
三
七
日
・
五
七
日
の
説
示
を
比
較
検
討
し
、
勝
劣
相
対
に
関
し
て
は

『
逆
修
説
法
』
全
体
を
通
じ
て
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

の
、
大
小
相
対
に
関
し
て
は
四
七
日
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
が
五
七
日
に
は

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

４　
『
昭
法
全
』
二
五
一
。

５　
『
昭
法
全
』
二
五
二
。
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６　
『
昭
法
全
』
二
五
三
。

７　
『
昭
法
全
』
二
五
三
。

８　
『
昭
法
全
』
二
六
六
。

９　

同
右
。

11　

同
右
。

11　

同
右
。

1（　

同
右
。

1（　

林
田
康
順
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
義
の
成
立
過
程
―
『
逆
修
説
法
』

か
ら
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
へ
―
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
八
、
一
九

九
九
）。
今
こ
こ
で
『
逆
修
説
法
』
に
注
目
し
て
氏
の
説
を
見
る
な
ら
ば
、

『
逆
修
説
法
』
三
七
日
で
は
第
十
八
念
仏
往
生
願
建
立
の
由
縁
を
明
か
す
中

で
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
一
行
を
本
願
と
し
て
選
択
し
た
由
縁
を
、
念
仏
は
殊

勝
の
功
徳
で
あ
り
、
同
時
に
易
行
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け

で
は
念
仏
の
勝
行
説
で
は
あ
っ
て
も
、
念
仏
諸
行
の
勝
劣
義
と
は
な
り
得
な

い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
称
名
念
仏
が
大
善
根
で
あ
る
こ
と
の
典
拠

と
し
て
用
い
ら
れ
る
『
西
方
要
決
』
は
『
選
択
集
』
で
は
用
い
ら
れ
ず
、
偏

依
善
導
一
師
観
も
未
成
立
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

14　
『
昭
法
全
』
二
五
四
。

15　

同
右
。

1（　
『
昭
法
全
』
二
六
七
。

1（　
『
昭
法
全
』
二
六
八
。

1（　

同
右
。

1（　

林
田
康
順
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義
の
成
立

に
つ
い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来
の
意
義
―
」（
宮
林
昭
彦
先
生
古

稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』）（
註
３
参
照
）。

（1　
『
無
量
寿
経
釈
』
を
見
て
み
る
と
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
所
説
の
「
万
年

三
宝
滅
」
の
文
を
引
く
後
に
「
始
皇
焼
五
経
毛
持
不
失
誦
、
在
人
口
之
故
、

称
弥
陀
名
号
可
例
之
。」（『
昭
法
全
』
九
六
）
と
あ
り
、『
逆
修
説
法
』
に
至

っ
て
こ
の
部
分
が
特
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
、「
秘
蔵
の
義
」
と
さ
れ
る
ま

で
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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弥
陀
三
尊
の
身
量
に
つ
い
て
―
特
に
三
尊
の
比
率
に
つ
い
て
―

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
、『
観
経
』）
に
説
か
れ
る
阿
弥

陀
三
尊
の
身
量
に
つ
い
て
、
そ
の
比
率
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
無
量
寿
経
』『
観
経
』『
阿
弥
陀
経
』
の
三
経
は
、『
往
生
論
』
と
と

も
に
「
三
経
一
論
」
と
し
て
正
に
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
え
を
説
き
、

「
浄
土
三
部
経
」
と
し
て
浄
土
宗
の
所
依
の
経
典
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
浄
土
宗
の
教
え
の
背
骨
は
「
浄
土
三
部
経
」
で
あ
り）

1
（

、「
三
経

一
論
」
は
浄
土
教
信
仰
の
根
幹
で
あ
り
精
髄
な
の
で
あ
る）

（
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
浄
土
宗
の
教
義
や
実
践
は
「
三
経
一
論
」
に
基
づ
い
て

構
築
さ
れ
、
ま
た
荘
厳
な
ど
も
教
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
弥
陀
三
尊
を
『
観

経
』
に
基
づ
い
て
制
作
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
三
尊
の
比
率
が
ど
の

よ
う
な
も
の
に
な
る
か
を
考
え
、
さ
ら
に
こ
の
考
察
か
ら
見
え
る

『
観
経
』
の
成
立
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
問
題
の
所
在

　

浄
土
宗
に
お
い
て
読
誦
さ
れ
る
『
観
経
』
は
、
第
九
観
・
第
十

観
・
第
十
一
観
に
お
い
て
、
無
量
寿
仏
・
観
世
音
菩
薩
・
大
勢
至
菩

薩
の
身
量
を
説
い
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
記
述
を
も
と
に
弥
陀
三

尊
の
身
量
の
比
率
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

弥
陀
三
尊
の
身
量
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
経
典
の
記
述

を
完
全
に
現
代
語
化
す
る
と
い
う
作
業
は
、
あ
る
意
味
徒
労
で
あ
る
。

経
典
に
あ
ら
わ
れ
る
無
量
や
無
数
（
阿
僧
祇
）
と
い
っ
た
表
現
、
あ

る
い
は
那
由
多
や
劫
と
い
う
膨
大
な
数
や
年
月
を
表
す
単
位
を
、
現

代
の
表
現
や
単
位
に
変
換
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
ま
た
、

経
典
そ
の
も
の
が
そ
の
よ
う
な
表
現
・
単
位
を
、
具
体
的
な
も
の
と

し
て
用
い
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
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実
際
に
私
も
浄
土
三
部
経
の
現
代
語
訳
の
研
究
に
従
事
し
、
研
究

会
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
話
題
に
な
っ
た
。
そ
し
て
現
在

の
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』（
以
下
、『
現
代
語
訳
』）
は
「
由
旬
」

「
劫
」「
那
由
他
」
な
ど
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
翻
訳
を
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
翻
訳
の
一
つ
の
態
度
で
あ
り
、
三
部
経
を
現
代
語
に
訳
す
に

当
た
っ
て
の
方
針
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
由
旬
」「
劫
」「
那
由
他
」
な
ど
を
徹
底
し
て

現
代
語
訳
に
す
る
と
い
う
の
も
、
ま
た
一
つ
の
方
針
で
あ
る
。
私
は
、

試
み
に
そ
の
よ
う
な
作
業
を
行
な
い
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
考
を

発
表
し
て
い
る）

（
（

。
本
稿
で
試
み
る
の
も
こ
の
作
業
の
一
環
で
あ
る
。

三
、
研
究
の
前
提

　

阿
弥
陀
仏
の
身
量
を
考
察
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
に
お
い

て
徒
労
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
観
経
』
自
身
が
阿
弥
陀
仏
の
身
量
に
つ

い
て
「
無
量
寿
仏
は
身
量
無
辺
な
り
。
こ
れ
凡
夫
、
心
力
の
及
ぶ
所

に
あ
ら
ず
」（
聖
典
一
・
三
〇
五
）
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
阿
弥

陀
仏
の
身
量
は
『
観
経
』
に
お
い
て
「
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由

旬
」（
聖
典
一
・
三
〇
〇
）
と
さ
れ
る
が
、
義
山
は
こ
れ
を
「
非
数

量
な
り
」（
浄
全
一
四
・
六
一
三
下
）
と
解
し
、
阿
弥
陀
仏
の
身
量

を
数
値
と
し
て
説
い
て
い
る
の
は
「
行
者
の
機
休
め
」（
同
）
で
あ

る
と
述
べ
る
。

　

私
は
こ
れ
を
理
解
し
つ
つ
、
し
か
し
聖
典
の
現
代
語
訳
化
を
進
め

よ
う
と
試
み
る
。「
那
由
他
」
や
「
由
旬
」
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
、

よ
り
経
典
の
意
図
が
明
確
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
よ
り
弥
陀
三
尊
の
身
量
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
こ

れ
に
は
『
観
経
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
の
分
類
が
必
要
で
あ
る
。『
観
経
』

に
は
様
々
な
写
本
・
版
本
が
あ
る
が
、
弥
陀
三
尊
の
身
量
は
諸
テ
キ

ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
浄
土
宗
聖

典
』
所
収
の
『
観
経
』
―
い
わ
ゆ
る
「
流
布
本
」
―
と
異
な
る
記
述

を
持
つ
系
統
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
に
諸
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
異
な
り
を
明
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

キ
ス
ト
が
三
尊
を
ど
の
よ
う
な
比
率
で
現
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

四
、
諸
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
弥
陀
三
尊
の
身
量

　
『
観
経
』
の
テ
キ
ス
ト
は
細
か
な
異
読
を
含
め
る
と
様
々
な
種
類

が
あ
る
。
我
々
が
日
常
の
読
誦
に
用
い
、
ま
た
『
現
代
語
訳
』
の
底

本
と
も
な
っ
て
い
る
聖
典
版
は
「
流
布
本
」
と
い
わ
れ
、
他
に
『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
『
高
麗
版
大
蔵
経
』

の
系
統
や
、
宋
版
や
明
版
な
ど
の
そ
の
他
の
大
蔵
経
の
系
統
、
そ
し
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て
敦
煌
か
ら
出
土
し
た
写
本
の
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
系
統

の
『
観
経
』
に
お
い
て
、
実
は
、
弥
陀
三
尊
の
身
量
は
一
致
し
な
い
。

よ
り
厳
密
に
は
、
特
に
観
世
音
菩
薩
の
身
量
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

異
読
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
弥
陀
三
尊
像
の
身
量
に
つ

い
て
の
記
述
に
基
づ
い
て
『
観
経
』
の
テ
キ
ス
ト
を
分
類
す
る）

4
（

。

阿
弥
陀
仏
の
身
量

　
「
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」（
聖
典
な
ど
）

　
「
六
千
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」（
ス
タ
イ
ン
二
五
三
七
）

観
世
音
菩
薩
の
身
量

A
：
八
十
萬
億
那
由
他
由
旬

　
　
『
聖
典
』

B
：
八
十
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
と
す
る
も
の

計
一
四
本
：
敦
煌
写
本
九
本
（
ス
タ
イ
ン
一
九
五
〇
、
四
六

三
一
、
四
八
四
二
、
六
四
九
七
、
六
七
六
四
、
六
九
五
三
：

北
京
図
書
館
一
九
八
、
二
〇
一
、
二
〇
七
）、
石
経
二
本

（
房
山
雲
居
寺
石
経
二
、
三
）、
大
蔵
経
二
本
（
高
麗
版
、
金

版
）、
日
本
写
本
一
本
（
明
遍
書
写
本
）

C
：
八
十
億
那
由
他
由
旬
と
す
る
も
の

計
一
三
本
：
敦
煌
写
本
一
三
本
（
ス
タ
イ
ン
九
三
九
、
一
五

一
五
、
一
九
五
六
、
二
五
三
七
、
三
一
一
五
、
三
二
四
三
、

三
六
九
五
、
四
四
〇
四
：
北
京
図
書
館
一
九
九
、
二
〇
四
、

二
〇
五
、
二
〇
九
、
二
一
〇
）

D
：
八
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬

慧
遠
・
知
礼
が
注
釈
し
た
も
の）

5
（

E
：
八
十
億
那
由
他
旬
由
と
す
る
も
の

計
一
本
：
敦
煌
写
本
一
本
（
北
京
図
書
館
一
九
七
）

　

阿
弥
陀
仏
・
観
世
音
菩
薩
の
身
量
に
つ
い
て
、
版
本
や
写
本
ま
た

注
釈
の
引
用
ま
で
含
め
て
分
類
す
る
と
、
以
上
の
A
～
E
ま
で
の
五

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
E
「
八
十
億
那
由
他
旬3

由3

」
は
「
由
旬
」
の
誤
写
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
全
体
を

四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。

　

阿
弥
陀
仏
の
身
量
に
つ
い
て
は
敦
煌
写
本
「
ス
タ
イ
ン
二
五
三

七
」
が
、
聖
典
な
ど
で
「
六
十3

万
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
六
千3

万
」

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
異
読
が
な
い
。
ま
た
大
勢
至
菩
薩
に
つ

い
て
は
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が
観
世
音
菩
薩
と
等
し
い
と
し
て
い
る
。

五
、
三
尊
の
身
量
の
比
率

　

弥
陀
三
尊
の
身
量
、
特
に
観
世
音
菩
薩
の
そ
れ
に
つ
い
て
異
読
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
上
記
A
～
D
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
の
記
述

に
基
づ
い
て
、
三
尊
の
身
量
の
比
率
を
求
め
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
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か
を
こ
こ
に
示
し
た
い
。

A
グ
ル
ー
プ
（『
聖
典
』）
に
基
づ
く
比
率

　

ま
ず
『
聖
典
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
三
尊
の
身
量
の
比
率
に
つ
い

て
考
え
よ
う
。
聖
典
に
基
づ
く
と
三
尊
の
身
量
は
以
下
の
よ
う
に
な

る
。〇

阿
弥
陀
仏
の
身
高
＝
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬

（
原
典
：『
聖
典
』
一
・
一
六
五
／
『
浄
全
』
一
・
四
三
、
書
き
下

し
：『
聖
典
』
一
・
三
〇
〇
、
和
訳
：『
現
代
語
訳
』
二
〇
四
頁
）

佛
身
高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬

佛
身
の
高
さ
、
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
な
り
。

　
〔
ま
た
〕
そ
の
身
長
は
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
〔
と

い
う
と
て
つ
も
な
い
〕
高
さ
で
あ
る
。

〇
観
音
菩
薩
＝
八
十
萬
億
那
由
他
由
旬

（
原
典
：
聖
典
一
・
一
六
七
―
一
六
八
／
浄
全
一
・
四
四
、
書
き
下

し
：
聖
典
一
・
三
〇
一
、
和
訳
：『
現
代
語
訳
』
二
〇
六
頁
）

此
菩
薩
身
長
八
十
萬
億
那
由
他
由
旬

こ
の
菩
薩
の
身
の
長
、
八
十
萬
億
那
由
他
由
旬
な
り

観
世
音
菩
薩
の
身
の
丈
は
八
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
も
の

高
さ
で
あ
り
…）

（
（

〇
勢
至
菩
薩
＝
八
十
萬
億
那
由
他
由
旬

（
原
典
：
聖
典
一
・
一
七
一
／
浄
全
一
・
四
五
、
書
き
下
し
：
聖
典

一
・
三
〇
三
、
和
訳
：『
現
代
語
訳
』
二
〇
九
頁
）

此
菩
薩
身
量
大
小
亦
如
觀
世
音

こ
の
菩
薩
の
身
量
大
小
、
ま
た
觀
世
音
の
ご
と
し

こ
の
菩
薩
の
身
の
丈
は
観
世
音
〔
菩
薩
〕
と
同
じ
で
…

　
『
聖
典
』
に
基
づ
い
て
三
尊
の
身
量
を
考
察
す
る
と
阿
弥
陀
仏
の

身
量
は
「
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」、
観
世
音
・
大
勢
至
菩

薩
の
身
量
は
「
八
十
万
億
那
由
他
由
旬
」
で
あ
り
、
大
き
く
異
な
る

の
は
「
恒
河
沙
」
の
有
無
で
あ
ろ
う
。
恒
河
沙
と
い
う
単
位
が
ど
れ

ほ
ど
の
桁
を
示
し
て
い
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
が）

（
（

、

こ
こ
で
は
試
み
に
『
塵
劫
記
』
に
基
づ
き
「
十
の
二
十
三
乗
」
）
（
（

と
解

し
て
、
大
ま
か
な
比
率
を
考
え
た
い
。

　
『
聖
典
』
に
基
づ
く
と
阿
弥
陀
仏
と
観
世
音
・
大
勢
至
の
両
菩
薩

の
身
量
の
差
は
、
少
な
く
と
も
「
十
の
二
十
三
乗
」
由
旬
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、「
十
の
二
十
三
乗
」
分
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
具
体
的
な
比
率
と
し
て
考
え
る
と
、
脇
侍
と
し
て
二
二
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
両
菩
薩
を
用
意
す
る
と
、
本
尊
は
地
球
か
ら
ア
ン
ド

ロ
メ
ダ
星
雲
ま
で
の
高
さ
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
経
典
の
説
示
か

ら
考
え
る
と
、
阿
弥
陀
仏
が
二
菩
薩
と
比
較
し
て
際
立
っ
て
大
き
く
、

身
体
的
な
面
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
偉
大
さ
を
説
示
し
よ
う
と
い
う
意
図
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を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
グ
ル
ー
プ
に
基
づ
く
比
率

　

B
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
と
、
観
世
音
・
大
勢
至
菩
薩
の
身
量
は
「
八

十
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
は
「
六
十
万
億
那

由
他
恒
河
沙
由
旬
」
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
弥
陀
と
両
菩
薩
の

身
量
の
単
位
は
「
万
」
の
桁
分
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
と

同
様
に
二
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
両
菩
薩
を
用
意
す
る
と
、
本
尊
は

「
二
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
一
〇
〇
〇
〇
」
の
高
さ
と
な
る
。「
二
二

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
一
〇
〇
〇
〇
」
と
は
「
二
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」

で
あ
り
、
A
グ
ル
ー
プ
と
比
較
す
る
と
本
尊
と
脇
侍
の
差
は
小
さ
い

が
、
や
は
り
本
尊
の
大
き
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。

C
グ
ル
ー
プ
に
基
づ
く
比
率

　

C
グ
ル
ー
プ
で
は
、
両
菩
薩
の
身
量
は
「
八
十
億
那
由
他
由
旬
」

と
さ
れ
、
こ
こ
で
考
察
す
る
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
内
で
、
最
も
両
菩

薩
と
阿
弥
陀
仏
の
身
量
の
差
異
が
大
き
く
な
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は

A
グ
ル
ー
プ
と
比
較
し
て
、
弥
陀
と
両
菩
薩
の
身
量
の
差
は
さ
ら
に

「
万
」
の
分
大
き
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
差
は
「
十
の
二
十
三

乗
」
×
「
一
〇
〇
〇
〇
」
＝
「
一
〇
の
二
十
七
乗
」
と
い
う
差
に
な

る
。
こ
れ
は
A
グ
ル
ー
プ
の
差
の
さ
ら
に
一
万
倍
で
あ
り
、
相
対
的

で
は
あ
る
が
弥
陀
の
身
長
が
際
立
っ
て
大
き
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。

D
グ
ル
ー
プ
に
基
づ
く
比
率

　

D
グ
ル
ー
プ
は
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
異
な
り
、
両
菩

薩
が
阿
弥
陀
仏
よ
り
も
大
き
く
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ

に
お
け
る
両
菩
薩
の
身
量
は
「
八
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」
で

あ
り
、
阿
弥
陀
仏
は
「
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」
で
あ
る
か

ら
、
両
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
よ
り
も
「
二
〇
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由

旬
」
分
だ
け
大
き
く
な
る
。
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
と
観
世
音
・
大
勢

至
の
両
菩
薩
が
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
の
比
は
「
六
：
八
」

と
な
る
。
こ
れ
ま
で
同
様
に
脇
侍
を
二
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る

と
、
本
尊
は
一
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
立
像
の
脇
侍
に
、

座
像
の
本
尊
を
想
定
す
れ
ば
、
こ
の
比
率
は
非
常
に
現
実
的
な
値
を

示
し
て
い
る
。

　

以
上
、
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
比
率
を
考
察
し
た
が
、
こ
こ

か
ら
『
観
経
』
の
系
統
を
考
え
る
と
、
A
～
C
の
阿
弥
陀
仏
が
両
菩

薩
よ
り
大
き
い
グ
ル
ー
プ
と
、
D
の
両
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
よ
り
も
大

き
い
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

A
～
C
グ
ル
ー
プ
で
は
阿
弥
陀
仏
が
両
菩
薩
よ
り
も
大
き
く
な
り
、

阿
弥
陀
仏
の
偉
大
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
D
グ
ル
ー
プ
で
は
阿
弥
陀
仏
は
両
菩
薩
よ
り
も
小
さ
い
が
、

三
尊
は
同
様
の
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
観
想
が
容
易
で
あ
っ
た
と
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想
像
で
き
る
。

六
、
ま
と
め

　

以
上
、
本
稿
で
は
『
観
経
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
弥
陀
三

尊
の
身
量
の
比
率
を
考
察
し
、
ま
た
こ
の
観
点
か
ら
『
観
経
』
の
成

立
に
言
及
し
た
。
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
結
び
と
す
る
。

　
『
観
経
』
は
称
名
念
仏
の
功
徳
を
説
き
、
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る

典
拠
と
な
る
経
典
で
あ
る
と
と
も
に
、
観
仏
経
典
と
し
て
観
想
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
経
典
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
観

経
』
は
図
像
に
影
響
を
与
え
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
う
指
摘
が
あ
る）

（
（

。『
観
経
』
の
成
立
は
ト
ヨ
ク
石
窟
な
ど
と
の

関
係
か
ら
考
察
さ
れ
、『
観
経
』
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
図
像
や
、

あ
る
い
は
そ
の
逆
に
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
図
像
が
『
観
経
』
に
与

え
た
影
響
を
顧
慮
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
観
経
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
考
察
は
様
々
な
視
点
か
ら
研
究
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
の
問
題
に
対
し
て
、
本
稿
に
お
い
て

考
察
し
た
三
尊
の
身
量
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。

　

弥
陀
三
尊
の
身
量
を
考
察
す
る
と
、「
阿
弥
陀
仏
が
両
菩
薩
よ
り

大
き
い
グ
ル
ー
プ
」
と
「
両
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
よ
り
も
大
き
い
グ
ル

ー
プ
」
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
者
は
阿
弥
陀
仏
を
相
対
的

に
高
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
、
後
者
は
観
想
の
実
践
、

あ
る
い
は
図
像
の
制
作
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
観
想
が
行
な
わ
れ
、

あ
る
い
は
図
像
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。

　
『
観
経
』
の
原
形
を
想
定
し
て
成
立
を
考
え
る
場
合
は
、
こ
れ
ら

の
グ
ル
ー
プ
の
分
類
、
あ
る
い
は
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
現
存
す
る

テ
キ
ス
ト
群
を
分
類
し
、
そ
の
流
伝
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
し
て
『
観
経
』
が
中
央
ア
ジ
ア
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
ど
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
が
石
窟
の
図
像
と
合
致
す
る
か
を

見
極
め
る
こ
と
で
、
よ
り
原
初
形
態
に
近
い
『
観
経
』
を
選
定
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
原
初
形
態
に
近
い
テ
キ

ス
ト
が
、
我
々
が
日
常
読
誦
す
る
『
観
経
』
と
相
違
し
て
も
、
そ
の

意
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。
す
で
に
「
生
き
た
経
典
」
と

し
て
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
『
聖
典
』
所
収
の
『
観

経
』
は
、
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
系
統
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
が
築
か

れ
て
い
る
。

　

あ
る
テ
キ
ス
ト
が
、
あ
る
時
代
に
「
生
き
た
経
典
」
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
一
定
の
権
威
が
生
じ
る
と
、
そ
の
後
の
変
化
は
難
し
い
も
の

と
な
る）
11
（

。『
観
経
』
に
様
々
な
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
の
は
、
短
時
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間
で
―
権
威
化
が
生
じ
る
前
に
―
広
範
囲
に
流
布
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ

き
点
で
あ
る
。

１　
『
現
代
語
訳
』、
監
修
の
言
葉
（
五
頁
）。

２　
『
聖
典
』
一
巻
、
序
（
Ⅰ
頁
）。

３　

拙
論
「
無
数
と
は
何
か
―
有
部
に
お
け
る
ア
サ
ン
ク
ヤ
解
釈
の
諸
相
―
」

（『
浄
土
学
』
第
四
十
八
輯
）、
同
「
極
楽
浄
土
ま
で
の
距
離
」（『
浄
土
学
』

第
五
十
輯
）

４　

以
下
の
作
業
に
つ
い
て
は
藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
七
）「
附
章　

浄
土
三
部
経
の
諸
本
対
照
表
」
に
基
づ
い
て
行

っ
た
。

５　

慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』「
此
菩
薩
身
長
八
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由

旬
」（
大
正
三
七
・
一
八
一
中
）、
知
礼
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
妙
宗
鈔
』「
身

量
。
應
云
十
八
萬
億
。
今
云
八
十
者
。
翻
過
佛
身
二
十
萬
億
。
故
知
誤
也
」

（
大
正
三
七
・
二
二
六
下
）。

６　
『
現
代
語
訳
』
の
こ
の
箇
所
は
誤
訳
。
正
し
く
は
「
八
十
万
億
那
由
他
由

旬
」。
翻
訳
に
携
わ
っ
た
一
人
と
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

７　
『
現
代
語
訳
』（
二
三
六
―二
三
七
頁
）
観
経
註
五
八
参
照
。

８　

佐
藤
健
一
訳
・
校
注
『『
塵
劫
記
』
初
版
本
―
影
印
、
現
代
文
字
、
そ
し

て
現
代
語
訳
―
』（
研
成
社
、
二
〇
〇
六
）

９　

宮
治
昭
「
観
経
変
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
ト
ヨ
ク
石
窟
・
小
南
海
石
窟
・

敦
煌
初
唐
窟
―
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
七
）、
山
部
能
宜
「
中
央
ア

ジ
ア
に
お
け
る
禅
観
の
実
践
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
四

二
）
を
参
照
。

11　

拙
論
「〈
品
類
論
〉
と
西
方
諸
師
」（『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
四
〇
）

参
照
。
こ
の
論
考
で
は
有
部
の
『
品
類
足
論
』
の
流
伝
を
考
察
し
た
が
、
カ

シ
ミ
ー
ル
有
部
が
、
自
身
の
伝
持
す
る
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
部
分
の
記
述
が
不

十
分
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
頑
な
に
伝
持
し
た
点
を
指
摘
し
た
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
有
部
は
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
『
品
類
足
論
』
を
有
し
、
カ
シ
ミ

ー
ル
有
部
は
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
。
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元
禄
年
代
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠　

藤　

聡　

明

一　

津
軽
領
内
浄
土
宗
寺
院
の
勢
力
分
布

　

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
多
々
あ
る
。

こ
の
調
査
は
元
来
、
金
光
上
人
の
顕
彰
気
運
の
史
実
的
裏
付
け
を
求

め
る
目
的
で
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
領
内
浄
土
宗
の
情
勢
を
概
観

す
る
意
図
は
当
初
な
か
っ
た
。
特
に
元
禄
年
代
（
一
六
八
八
～
一
七

〇
四
）
の
分
に
つ
い
て
は
作
業
の
開
始
段
階
で
あ
り
、
心
誉
蓮
池
の

活
動
を
列
挙
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
同
時
期
に
来
訪
し
た
諸
勧
進
に

つ
い
て
は
先
年
多
少
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
他
領
僧
に
振
り

回
さ
れ
た
様
相
で
あ
り
、
領
内
寺
院
の
主
体
的
な
動
き
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
元
禄
期
の
『
）
1
（

弘
前
藩
庁
日
記
』（
以
下
『
國
日
記
』）
に
記

さ
れ
た
出
来
事
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
自
明
の
理
と
し
て
述
べ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
領
内
の
浄

土
宗
寺
院
の
力
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
ず

名
越
本
山
專
稱
寺
の
末
寺
が
僧
禄
の
貞
昌
寺
、
僧
禄
並
の
誓
願
寺
、

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
の
法
王
寺
、
東
津
軽
郡
今
別
町
の
本
覚
寺
の
四

か
寺
で
あ
る
。
通
例
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
が
、『
）
（
（

蓮
門
精
舎
旧
詞
』

の
記
述
か
ら
は
、
東
津
軽
郡
平
内
町
の
浄
林
寺
も
專
稱
寺
末
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
貞
昌
寺
末
が
一
四
か
寺
、
誓
願
寺
末
が
九
か
寺
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
寺
院
が
有
す
る
末
庵
は
、
無
寺
格
で
概
ね
何
某
村
庵
と
称

さ
れ
た
。
以
上
の
名
越
派
寺
院
が
開
創
さ
れ
た
以
後
に
他
領
の
白
旗

派
僧
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
主
に
白
旗
僧
が
継
承
し
た
寺
院
が
三
か
寺

あ
る
。
寺
院
号
を
有
し
て
は
い
た
が
、
貞
昌
寺
配
下
の
無
寺
格
末
庵

の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。

　

貞
昌
寺
が
六
十
石
、
誓
願
寺
が
三
十
石
の
寺
禄
を
有
し
た
が
、
他

寺
院
は
ほ
と
ん
ど
が
無
禄
で
あ
っ
た
。
貞
昌
寺
門
内
の
西
光
寺
が
十

三
石
、
五
所
川
原
市
の
湊
迎
寺
が
二
十
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
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例
外
で
あ
る
。
白
旗
派
白
狐
寺
の
九
石
は
、
禄
の
有
無
だ
け
で
は
な

く
創
建
か
ら
廃
寺
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
が
異
色
と
言
え
る
。

二　

青
森
正
覚
寺
の
本
寺
替
願
い

　

青
森
市
は
今
で
こ
そ
県
庁
所
在
地
で
あ
り
東
北
で
は
大
都
市
な
が

ら
そ
の
歴
史
は
比
較
的
浅
く
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
以
降
外
港

と
し
て
開
発
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
新
興
都
市
に
浄
土
宗
寺
院
を
と
、

誓
願
寺
門
内
の
龍
泉
寺
開
山
良
故
龍
呑
に
よ
り
寛
永
五
年
に
開
創
さ

れ
た
の
が
正
覚
寺
で
あ
る
。

　

宗
教
統
制
上
は
誓
願
寺
末
と
さ
れ
た
同
寺
の
檀
越
、
大
和
屋
清
左

衛
門
以
下
十
一
人
か
ら
出
さ
れ
た
瓜
連
常
福
寺
へ
の
本
寺
替
願
い
が

却
下
さ
れ
た
。
以
下
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
二
月
の
裁
定
で
あ

る
。

一
（
前
略
）
青）

（
（

盛マ
ゝ
正
覚
寺
檀
那
之
内
、
今
度
水
戸
之
常
福
寺
エ

正
覚
寺
ハ
無
本
寺
と
申
遣
候
得
共
、
正
覚
寺
ハ
元
来
誓
願
寺

末
寺
ニ
相
極
候
を
無
本
寺
と
申
越
候
、
不
届

一
正
覚
寺
檀
那
之
内
十
壱
人
連
判
仕
、
常
福
寺
エ
本
寺
願
従
惣

旦
那
中
と
申
越
候
十
一
人
之
外
旦
那
不
存
處
、
従
惣
旦
那
中

と
申
越
候
、
不
届

一
寺
社
奉
行
并
拙
者
共
ニ
一
應
之
断
不
仕
、
殊　

殿
様
御
遠
慮

之
御
時
節
右
之
段
他
国
エ
申
遣
候
、
不
届

右
之
通
無
調
法
ニ

候
故
、
十
壱
人
之
者
共
ニ

判
形
之
候
書

付
無
調
法
之
段
申
上
候
様
ニ
と
色
々
申
付
候
得
共
、
其
儀

不
罷
成
由
ニ

て
用
不
申
候
、
然
者
重
々
不
届
者
之
儀
ニ
御
座

候
間
、
急
度
被
仰
付
候
様
ニ
御
沙
汰
奉
願
候　

以
上

　
　
　
　
　
午
二
月
廿
日	

楠
美
小
左
衛
門

　

三
月
七
日
、
水
戸
の
者
と
接
触
の
あ
っ
た
宿
屋
大
和
屋
清
左
衛
門

ら
四
人
が
首
謀
者
と
み
な
さ
れ
、
追
放
処
分
を
受
け
た
が
元
禄
六
年
、

四
代
藩
主
信
政
正
室
一
周
忌
の
恩
赦
で
「）

4
（

弘
前
青
盛マ
ゝ

共
御
免
被
成
」

と
な
っ
た
。
問
題
発
覚
時
点
の
住
職
は
良
超
智
察
で
あ
る
が
、
同
人

は
じ
め
寺
院
側
に
瓜
連
常
福
寺
の
末
寺
と
な
る
利
点
や
必
然
性
が
認

め
ら
れ
ず
、
こ
の
件
は
檀
家
の
町
人
一
部
の
独
走
と
み
ら
れ
る
。

　

他
宗
派
の
例
を
参
考
ま
で
に
。
同
年
、
真
宗
大
谷
派
の
圓
明
寺
末
、

黒
）
5
（

石
市
の
圓
覚
寺
か
ら
西
本
願
寺
へ
の
本
寺
替
え
の
願
い
出
が
あ
っ

た
。
本
末
変
更
ど
こ
ろ
か
転
派
に
な
る
の
で
、
却
下
さ
れ
て
い
る
。

三　

鰺
ケ
沢
法
王
寺
後
住
問
題

　

元
禄
一
三
年
二
月
、
專
稱
寺
二
〇
世
良
往
名
で
貞
昌
寺
と
寺
社
奉

行
あ
て
に
、「
）
（
（
法
王
寺
儀
永
々
無
住
有
之
候
間
、
此
度
従
當
山
後
住

之
僧
申
付
追
付
可
差
下
候
（
下
略
）」
と
い
う
書
状
が
届
く
。
こ
の
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件
に
つ
い
て
貞
昌
寺
が
寺
社
奉
行
に
あ
て
た
口
上
書
に
は
、
明
暦
三

年
（
一
六
五
七
）
開
創
以
来
の
住
持
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

開
山
良
心
聞
益
の
時
「
）
（
（

住
職
之
内
拾
ヶ
年
程
過
專
稱
寺
エ
罷
登
直

末
ニ
成
罷
下
候
」
と
、
本
山
直
末
に
な
っ
た
経
緯
が
知
ら
れ
る
。
二

代
は
聞
益
弟
子
の
良
曜
霊
益
、
三
代
は
檀
家
の
要
望
に
よ
り
本
山
か

ら
派
遣
さ
れ
た
良
以
玄
覚
と
す
る
。
四
代
良
誓
祖
郭
は
北
津
軽
郡
板

柳
町
の
大
善
寺
か
ら
本
人
の
希
望
で
転
住
し
た
も
の
の
病
身
で
、
ほ

ど
な
く
貞
昌
寺
深
誉
玄
覚
が
隠
居
さ
せ
、
以
来
無
住
が
三
年
続
く
。

　

五
月
に
貞
昌
寺
一
誉
清
南
よ
り
示
さ
れ
た
後
住
候
補
は
、
正
覚
寺

隠
居
の
良
超
智
察
と
弘
前
新
寺
町
圓
城
寺
良
遣
善
龍
の
二
人
で
あ
っ

た
。
い
っ
た
ん
は
五
月
末
に
津
軽
の
寺
社
奉
行
が
專
稱
寺
あ
て
に
出

し
た
書
状
の
、「
）
（
（
法
王
寺
儀
茂
先
格
之
通
被
申
付
」
と
し
て
智
察
が

内
定
す
る
が
当
人
が
病
身
を
理
由
に
辞
退
す
る
。
七
月
に
さ
き
の
善

龍
と
今
別
本
覚
寺
良
證
天
秀
が
改
め
て
候
補
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
両

者
は
『
國
日
記
』
に
も
法
王
寺
の
歴
代
に
も
そ
の
形
跡
は
な
い
。

　

專
稱
寺
側
は
不
快
の
念
を
示
し
、「
）
（
（
御
領
内
之
事
ニ

而
候
得
者
縦

何
分
ニ

被
仰
付
候
共
御
自
由
御
座
候
得
共
、
全
躰
其
元
ニ

而
御
極
被

成
候
而
者
本
末
之
訳
不
相
立
、
惣
而
末
山
之
例
ニ
罷
出
、
於
拙
僧
に

至
極
迷
惑
存
候
」
と
い
っ
た
書
状
を
末
寺
最
勝
院
を
使
僧
と
し
て
持

参
さ
せ
て
い
る
。
地
元
の
人
事
は
現
地
の
僧
禄
が
と
言
う
貞
昌
寺
と
、

本
末
の
こ
と
は
本
寺
が
と
す
る
專
稱
寺
の
主
張
の
対
立
は
、
後
年
に

も
影
響
し
た
。

　
『
國
日
記
』
の
記
事
か
ら
概
観
す
る
限
り
、
貞
昌
寺
の
対
応
に
や

や
粗
雑
な
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
東
大
寺
龍
松
院
が
貞

昌
寺
を
宿
坊
と
し
て
勧
進
に
訪
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
抱
え

て
い
て
は
、
年
来
の
問
題
が
疎
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
致
し
方
な
い
。

こ
の
人
事
は
次
項
で
意
外
な
事
実
が
知
ら
れ
る
。

四　

元
禄
大
飢
饉
餓
死
者
供
養
施
餓
鬼

　

元
禄
八
年
は
大
凶
作
と
な
り
、
同
年
と
翌
年
に
多
数
の
死
者
を
出

し
た
。
領
内
の
諸
宗
大
寺
院
に
は
、
そ
の
供
養
の
た
め
の
大
般
若
や

施
餓
鬼
の
執
行
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
元
禄
一
五
年
七
月
一
九
日
、

（
前
略
）
亥）
11
（

子
両
年
為
餓
死
之
者
共
、
於
弘
前
流
灌
頂
大
施
餓

鬼
三
日
之
内
法
事　

被
仰
付
候
間
左
様
可
被
相
心
得
候
、
且
又

青
森
正
学マ
ゝ
寺
鰺
ヶ
沢
法
應マ
ゝ
寺
両
寺
ニ
而
施
餓
鬼
両
日
宛
被
仰
付

（
後
略
）

と
の
通
達
が
あ
り
、
二
二
日
に
は
派
遣
の
役
人
、
布
施
額
、
支
給
の

金
子
、
法
要
執
行
の
概
略
が
通
知
さ
れ
た
。
貞
昌
寺
は
二
二
日
か
ら

三
日
間
、
正
覚
寺
と
法
王
寺
は
二
五
日
よ
り
二
日
間
の
開
筵
が
命
ぜ

ら
れ
、
そ
の
差
定
（
法
要
次
第
と
配
役
の
列
記
）
が
『
國
日
記
』
に
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記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
式
次
第
は
三
か
寺
で
や
や
内
容
が
異
な
る

が
、
最
後
は
貞
昌
寺
は
岩
木
川
に
、
他
の
二
寺
は
面
前
の
湾
に
流
す

水
施
餓
鬼
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
と
し
な

い
。

　

正）
11
（

覚
寺
の
役
配
中
、
導
師
正
覚
寺
（
重
誉
宅
傳
）
の
次
位
に
正
覚

寺
隠
居
良
起
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
良
超
の
誤
読
で
、
前
項
で
取
り

沙
汰
し
た
智
察
そ
の
人
で
あ
る
。
同
人
が
正
覚
寺
の
施
餓
鬼
法
要
に

出
仕
し
て
い
る
以
上
、
同
日
程
の
法
王
寺
の
法
会
（
実
際
に
は
三
日

間
行
な
わ
れ
た
）
へ
の
列
席
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の

時
の
法
王
寺
住
職
は
、
ご
く
短
期
間
在
任
し
た
智
察
の
次
代
の
良
広

祖
観
と
み
ら
れ
、
お
そ
ら
く
本
山
か
ら
派
遣
さ
れ
た
僧
で
あ
る
。

五　

心
誉
蓮
池
の
活
動
、
補
足

　

蓮
池
は
元
禄
期
に
は
南
津
軽
郡
藤
崎
町
の
白
旗
派
摂
取
院
の
住
持

と
し
て
同
院
の
興
隆
に
尽
力
し
た
。
宝
永
以
降
は
住
職
を
辞
し
、
元

禄
元
年
に
焼
失
し
た
誓
願
寺
の
復
興
に
挺
身
し
た
。
こ
の
経
緯
は
す

で
に
精
査
し
た
つ
も
り
で
い
た
が
、
初
期
の
資
料
収
集
時
点
の
採
録

基
準
が
現
今
と
は
異
な
り
、
遺
漏
と
な
っ
て
い
た
記
事
が
あ
る
。

一
）
1（
（

當
月
朔
日
江
戸
相
立
候
御
飛
脚
ニ
申
來
候
ハ
、
藤
崎
之
寺
蓮

院
と
申
出
家
常
念
佛
相
立
候
処
ニ

退
轉
仕
候
ニ

付
而
、
爰
元

迄
罷
登
祐
天
和
尚
エ

願
申
立
候
処
、
念
佛
取
立
之
儀
ニ

候
間

名
号
千
幅
御
調
其
外
大
幅
之
名
号
并
増
正マ
ゝ

寺
傳
随マ
ゝ

院
霊
巌
寺

之
名
号
を
も
祐
天
之
御
肝
煎
に
て
申
請
、
御
屋
敷
エ
茂
罷
越

私
抔
エ
茂
右
之
段
申
候
ニ
付
津
軽
将
監
殿
エ
も
申
上
候
、
近
日

可
罷
下
候
何
茂
エ
茂
罷
越
右
之
段
可
申
上
由
申
候
間
其
段
申

出
候
ハ
ゝ
、
名
号
之
契
約
等
多
可
有
御
座
候
、
大
切
之
名
号

多
相
調
候
間
不
実
ニ

無
之
様
ニ

可
被
仰
付
候
、　

大
奥
様
ニ

茂

御
拝
見
被
遊
候
様
ニ

仕
候
様
ニ

と
将
監
被
仰
則
被
遊
高
覧
候

而
、
右
之
出
家
ニ
御
最
花
抔
被
下
候　

以
上

　

右
之
通
従
江
戸
申
来
候
間
寺
社
奉
行
可
申
渡
由
津
軽
靱
負
被

申
候
ニ
付
而
、
今
右
之
趣
於　

御
城
寺
社
奉
行
エ
申
渡
之

　

始
め
の
部
分
の
「
藤
崎
の
寺
蓮
院
」
は
誤
記
で
、「
藤
崎
の
寺
、

蓮
池
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
蓮
池
の
元
禄
九
年
の
事

跡
を
述
べ
て
お
り
、
近
日
帰
国
す
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
同
人
は
翌）
1（
（

年
末
に
も
江
戸
よ
り
帰
国
の
記
録
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
江
戸
行
き
は

二
年
連
続
で
、
従
前
の
仮
説
を
証
す
る
資
料
で
あ
る
。

六　

他
領
か
ら
の
諸
勧
進
、
補
足

　

四
項
で
述
べ
た
貞
昌
寺
等
の
餓
死
者
供
養
施
餓
鬼
の
一
か
月
前
、

信
州
善
光
寺
戒
善
院
の
出
開
帳
が
弘
前
に
至
る
。
青
森
で
正
覚
寺
を
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宿
坊
と
会
所
に
開
帳
を
行
な
っ
た
後
の
弘
前
来
訪
で
あ
る
。
先
年
こ

れ
を
元
禄
一
〇
年
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
一
五
年
が
正
し
い
。
両
寺

の
状
況
は
同
様
に
み
え
る
が
、
貞
昌
寺
は
恒
例
の
藩
命
に
よ
る
施
餓

鬼
法
要
が
間
に
あ
り
、
三
事
業
の
連
続
で
よ
り
多
忙
を
き
わ
め
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
元
禄
一
五
年
六
月
の
事
情
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
）
14
（

報
恩
寺
并
薬
王
院
看
主
千
寿
院
、
神
宮
寺
袋
宮
寺
書
付
ニ
而

今
度
信
州
戒
善
院
於
江
府　

御
公
義
エ
御
願
申
上
、
諸
国
相

対
勧
化
之
儀
御
免
被　

仰
付
候
付
、
御
當
地
エ
も
罷
越
候
筈

ニ
御
座
候
、
先
達
而
申
上
候
通
日
光
御
門
主
様
よ
里
天
台
一

宗
之
廻
状
申
来
候
、
戒
善
院
事
天
台
一
宗
之
儀
御
座
候
間
、

拙
僧
共
宜
取
持
候
様
ニ
と
申
来
候
、
尤
戒
善
院
上
下
廿
二
三

人
に
て
南
部
迄
罷
下
候
由
風
聞
承
候
、
御
當
地
宿
坊
之
儀
何

方
可
被
仰
付
候
哉
と
委
細
申
立
候
ニ

付
八
兵
衛
エ

相
達
、
弘

前
ニ

而
ハ
宿
坊
之
儀
貞
昌
寺
エ

申
付
候
旨
須
藤
五
太
夫
よ
里

寺
社
奉
行
エ
申
達
之

　
　
（
一
項
略
）

一
信
濃
戒
善
院
青
森
エ

参
着
候
節
い
よ

く
正
覚
寺
宿
坊
ニ

申

付
候
、
就
夫
座
敷
畳
数
々
積
候
付
近
江
表
ニ
而
拾
二
畳
表
替

申
付
候
事

一
同
所
湯
殿
雪
隠
無
之
ニ

付
仮
ニ

軽
々
申
付
之
、
并
水
風
呂
桶

無
之
候
由
ニ

付
是
又
申
付
候
、
右
之
出
来
候
様
ニ

可
申
遣
旨

五
郎
太
夫　

一
戸
儀
右
衛
門
エ
申
付
之
（
以
下
略
）

戒
善
院
は
賓
客
待
遇
で
あ
り
、
当
事
者
の
苦
労
は
容
易
に
察
せ
ら
れ

る
。
遊
行
上
人
を
接
待
し
た
実
績
が
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
津

軽
天
台
四
山
が
、
自
宗
の
法
主
で
あ
る
戒
善
院
を
浄
土
宗
に
押
し
つ

け
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
通
っ
た
事
情
は
は
か
り
が
た
い
。

　

参
考
と
し
て
他
宗
派
、
出
羽
湯
殿
山
注
連
寺
の
例
を
紹
介
す
る
。

元
）
15
（

禄
四
年
九
月
、
注
連
寺
か
ら
寺
社
奉
行
あ
て
に
書
状
と
進
物
が
届

く
。
六
月
に
焼
失
し
た
諸
堂
を
再
建
す
べ
く
大
圓
寺
を
拠
点
に
勧
化

を
願
い
た
い
、
秋
田
領
南
部
盛
岡
領
に
も
申
し
出
を
し
た
と
の
打
診

で
あ
っ
た
。
実
際
の
来
訪
は
ほ
ぼ
一
年
後
で
、
こ
の
経
緯
は
割
愛
す

る
。
藩
主
親
子
に
も
う
ま
く
渡
り
を
つ
け
、
後
年
申
し
出
た
材
木
の

融
通
も
獲
得
、
こ
れ
も
そ
つ
な
く
返
礼
の
品
を
献
上
し
て
い
る
。

七　

お
わ
り
に

　

以
上
、
駆
け
足
で
元
禄
期
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢
を
概

観
し
た
。
こ
の
時
期
の
中
ご
ろ
か
ら
『
國
日
記
』
の
一
記
事
あ
た
り

の
記
載
分
量
が
次
第
に
増
加
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ど
れ
を
と
っ

て
も
単
独
で
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

先
年
、
宝）
1（
（

永
・
正
徳
期
（
一
七
〇
四
～
一
六
）
の
分
に
つ
い
て
再
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検
討
を
試
み
た
。
そ
の
時
期
と
比
較
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
確
定
し

た
現
在
と
未
発
生
の
未
来
の
対
比
と
な
り
、
方
法
論
と
し
て
疑
問
も

あ
る
が
、
連
続
す
る
期
間
に
お
い
て
類
似
の
事
象
を
消
去
し
て
し
ま

う
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
相
違
が
理
解
し
や
す
い
。

　

こ
れ
を
試
行
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
元
禄
の
善
光

寺
如
来
の
出
開
帳
と
正
徳
の
遊
行
上
人
廻
国
は
、
他
宗
賓
客
の
受
け

入
れ
と
い
う
点
で
類
似
す
る
。
元
禄
の
餓
死
者
供
養
施
餓
鬼
と
宝
永

の
栄
源
院
百
回
忌
法
要
は
、
藩
命
に
よ
る
大
法
会
で
あ
る
点
が
共
通

す
る
。
宝
永
・
正
徳
期
で
入
誉
の
身
辺
と
立
項
し
た
一
件
は
資
料
が

少
な
く
全
貌
を
描
き
得
な
か
っ
た
が
、
入
誉
の
身
上
に
名
越
本
山
と

の
確
執
の
誘
因
が
あ
り
、
法
王
寺
後
住
問
題
に
連
な
る
も
の
が
あ
る
。

元
禄
の
誓
願
寺
火
災
と
宝
永
・
正
徳
の
白
狐
寺
の
造
営
に
共
通
点
は

な
い
が
、
そ
の
期
間
限
定
の
特
殊
な
事
例
と
し
て
除
外
で
き
る
。

　

や
や
強
引
な
手
法
で
は
あ
る
が
、『
國
日
記
』
の
特
徴
的
な
記
事

に
つ
い
て
こ
う
し
て
比
較
す
る
な
ら
、
残
る
の
は
元
禄
期
で
は
正
覚

寺
本
寺
替
願
い
の
一
件
、
宝
永
・
正
徳
期
で
は
四
十
八
夜
念
仏
の
盛

行
で
あ
る
。
こ
れ
が
両
時
期
の
記
述
事
項
で
、
最
も
色
合
い
の
異
な

る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
両
件
は
、
名
目
だ
け
を
み
る
と
本
寺
替
は

寺
院
本
末
と
い
う
民
衆
に
無
関
係
の
事
象
で
、
四
十
八
夜
は
信
者
主

体
の
行
事
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
事
態
の
本
質
は
、
前
者
は
一

部
檀
家
の
暴
走
が
制
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
後
者
は
寺
院
僧

侶
側
が
主
導
、
少
な
く
と
も
提
唱
し
た
行
事
で
あ
る
。『
國
日
記
』

の
資
料
的
性
格
に
も
よ
る
が
、
力
関
係
め
い
た
も
の
が
窺
わ
れ
る
。

1　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

（　
『
浄
土
宗
全
書
』
続
一
九
巻
七
九
三
頁
。

（　
『
國
日
記
』
元
禄
三
年
三
月
四
日
条
。

4　
『
國
日
記
』
元
禄
六
年
八
月
五
日
条
。

5　
『
國
日
記
』
元
禄
三
年
十
月
二
十
六
日
条
。

（　
『
國
日
記
』
元
禄
十
三
年
三
月
十
七
日
条
。

（　

同
前
。

（　
『
國
日
記
』
元
禄
十
三
年
九
月
二
十
三
日
条
。

（　

同
前
。

11　
『
國
日
記
』
元
禄
十
五
年
七
月
十
九
日
条
。

11　
『
國
日
記
』
元
禄
十
五
年
七
月
二
十
七
日
条
。

1（　
『
國
日
記
』
元
禄
九
年
十
一
月
十
七
日
条
。

1（　
『
國
日
記
』
元
禄
十
年
十
二
月
十
七
日
条
。

14　
『
國
日
記
』
元
禄
十
五
年
六
月
二
日
条
。

15　
『
國
日
記
』
元
禄
四
年
九
月
十
三
日
条
。

1（　
『
佛
教
論
叢
』
五
六
号
拙
稿
参
照
。



─ 1（5 ─

『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
に
つ
い
て

大　

澤　

亮　

我

は
じ
め
に

　

隆
圓
の
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
は
浄
土
宗
伝
法
に
於
い
て
同
じ
隆
圓
の

『
浄
業
信
法
訣
』
と
共
に
非
常
に
重
要
な
書
物
と
さ
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
て
江
戸
後
期
の
学
生
相
承
の
あ
り
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出

来
る
資
料
と
し
て
も
大
き
な
位
置
を
有
し
て
い
る
。
大
正
十
年
（
一

九
二
一
）
に
宗
書
保
存
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
に

納
め
ら
れ
て
い
て
、
誰
し
も
が
親
し
く
読
む
事
が
出
来
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
解
題
に
は

順
阿
隆
圓
撰

本
書
は
、
京
都
專
念
寺
の
隠
侶
、
順
阿
隆
圓
上
人
が
、
文
政
六

年
十
一
月
、
其
徒
の
為
に
説
け
る
者
に
し
て
、
第
一
因
縁
分
、

第
二
道
場
分
、
第
三
密
室
分
、
第
四
宗
脈
分
、
第
五
引
導
分
、

第
六
圓
戒
分
、
第
七
璽
書
分
の
七
篇
及
び
傳
法
或
問
よ
り
成
る
。

此
の
中
圓
戒
分
、
璽
書
分
の
二
篇
は
、
附
記
と
知
る
べ
し
。
迎

譽
貞
厳
僧
正
知
恩
院
六
十
五
世
の
序
文
に
云
く
、
專
念
順
阿
隠
師

所
撰
の
吉
水
瀉
瓶
訣
、
淨
業
信
法
訣
は
、
傳
法
口
訣
の
精
且
つ

粹
な
る
者
と
。
之
に
依
て
本
書
の
敍
述
が
、
簡
要
適
切
な
る
を

知
る
べ
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
降
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
昭
和
十
年　

大

島
泰
信
解
説
）
も
、
恵
谷
隆
戒
篇
『
浄
土
宗
辞
典
』（
昭
和
十
八
年
）

記
述
に
も
同
様
に
説
か
れ
、
更
に
は
『
浄
土
宗
大
辞
典
』（
昭
和
五

五
年
）
に
も

隆
圓
撰
。
本
書
は
一
八
二
三
年
（
文
政
六
）
一
一
月
に
、
京
都

専
念
寺
順
阿
隆
円
が
伝
法
の
口
訣
を
講
述
し
た
も
の
。
隆
円
の

自
序
に
よ
れ
ば
、
伝
法
に
出
家
の
た
め
の
伝
法
と
、
在
家
の
た

め
の
伝
法
と
が
あ
り
、
明
か
に
出
家
の
た
め
の
伝
法
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
本
書
の
内
容
は
、
㈠
因
縁
分
、
㈡
道
場
分
、
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㈢
密
室
分
、
㈣
宗
脈
分
、
㈤
引
導
分
、
㈥
円
戒
分
、
⑺
璽
書
分
、

な
ら
び
に
伝
法
或
問
の
七
門
よ
り
成
っ
て
お
り
、
五
重･

宗
脈

･
戒
脈･

璽
書
に
つ
い
て
詳
述
し
た
も
の
で
、
種
種
の
伝
法
書

中
の
白
眉
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
殆
ど
変
わ
ら
な
い
説
明
が
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く

見
る
と
こ
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
あ
る
「
㈠
因
縁
分
、
㈡
道
場
分
、

㈢
密
室
分
、
㈣
宗
脈
分
、
㈤
引
導
分
、
㈥
円
戒
分
、
⑺
璽
書
分
、
な3

ら
び
に
伝
法
或
問
の
七
門

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

よ
り
成
っ
て
お
り
」
と
言
う
の
は
少
し
可

笑
し
な
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
七
璽
書
分
と
、
伝
法
或
問
は
全
く

別
物
で
あ
り
『
淨
土
傳
燈
輯
要
』
の
解
題
の
よ
う
に
「
七
篇
及
び
傳

法
或
問
」
と
す
べ
き
で
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の

言
葉
も
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
を
見
る
と
不
自
然
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
…
…
及
び
傳
法
或
問
」
な
ら
『
吉
水
瀉
瓶

訣
』
第
四
巻
ま
で
の
内
容
で
あ
っ
て
、
第
五
巻
に
あ
る
拾
遺
四
篇

（
蓮
門
授
受
十
念
真
訣
・
伝
法
時
処
考
・
吉
水
蓮
光
説
・
蓮
光
余
説
）

を
含
ま
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
法
或
問
が
第
五
巻
の
最

後
に
あ
れ
ば
、
こ
の
説
明
で
良
い
の
で
あ
る
が
、
伝
法
或
問
は
第
四

巻
に
あ
り
、
ま
だ
第
五
巻
が
残
っ
て
い
て
不
自
然
で
あ
り
、「
…
…

及
び
傳
法
或
問
、
拾
遺
四
篇
か
ら
な
る
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

そ
こ
で
現
存
す
る
写
本
を
基
に
も
う
一
度
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
を
見
直

し
て
み
る
と
傳
燈
輯
要
本
と
写
本
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
し

て
、『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
の
考
察
の
一
助
と
し
た
い
。

刊
本
と
写
本

　
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
は
刊
本
と
し
て
は
『
浄
土
傳
燈
輯
要
』
下
に
収

録
さ
れ
る
だ
け
で
有
る
。

　

写
本
に
は
次
の
数
種
が
知
ら
れ
て
い
る
。

●

大
谷
大
学
所
蔵
本	

五
巻
五
冊
（
谷
大
本
）

●

	

佛
教
大
学
所
蔵
本　

四
巻
・
五
巻
の
み
（
※
一
巻
～
三
巻

欠
）（
佛
大
本
）

●

大
正
大
学
所
蔵
本
（
正
大
A
本
）
五
巻
二
冊

●

大
正
大
学
所
蔵
本
（
正
大
B
本
）
五
巻
四
冊

●

大
正
大
学
所
蔵
本
（
正
大
C
本
）
五
巻
五
冊

●

龍
谷
大
学
所
蔵
本　

五
巻
五
冊
（
龍
谷
本
）

こ
の
中
、
傳
燈
輯
要
本
の
底
本
と
な
っ
た
の
は
大
正
大
学
所
蔵
（
正

大
A
本
）
で
、
江
戸
末
期
の
写
本
を
基
に
、
他
本
と
校
合
し
新
た
に

書
き
入
れ
や
註
記
な
ど
が
朱
筆
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
傳
燈
輯

要
本
と
一
致
す
る
。
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相
違
点
か
ら
明
ら
か
な
こ
と

　

諸
本
を
比
較
す
る
と
大
き
く
分
け
て
二
系
統
に
大
凡
分
か
れ
る
。

㈠
、	
傳
燈
輯
要
本
・
正
大
A
本
・
正
大
B
本
・
正
大
C
本

㈡
、	

谷
大
本
・
佛
大
本
・
龍
谷
本

	

『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
の
主
な
各
巻
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
下
図

の
よ
う
に
な
る
。

　

つ
ま
り
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
は
㈠
と
㈡
と
と
も
に
全
く
同
じ

内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
第
四
巻
と
第
五
巻
で
は
大
き
く
異
な
る
。

一
つ
に
は
第
四
巻
の
「
淨
土
頓
教
布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」・「
淨
土
布
薩

一
乗
戒
」
が
㈠
で
は
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
二
つ
に
は

伝
法
或
問
と
或
問
増
補
が
㈠
で
は
第
四
巻
、
㈡
で
は
第
五
巻
に
納
め

ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
前
者
に
は
次
の
二
つ
の
事
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
布
薩
の
削
除
か
、
布
薩
の
増
補
か
で
あ
る
。
後
者
に
は
前
者

の
問
題
が
大
き
く
係
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
傳
燈
輯
要
本

の
底
本
と
見
な
さ
れ
る
正
大
A
本
に
付
い
て
み
て
お
き
た
い
。

正
大
A
本
に
つ
い
て

　

正
大
A
本
は
傳
燈
輯
要
本
の
底
本
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
正
大
A
本
を
仔
細
に
見
て
い
く
と
面
白
い
こ
と
が
判
っ
て
く
る
。

㈠　
　
　

㈡　
　
　

吉
水
瀉
瓶
訣
第
一
巻

因
縁
分
第
一	

因
縁
分
第
一

道
場
分
第
二	

道
場
分
第
二

吉
水
瀉
瓶
訣
第
二
巻

密
室
分
第
三	

密
室
分
第
三

吉
水
瀉
瓶
訣
第
三
巻

宗
脈
分
第
四	

宗
脈
分
第
四

引
導
分
第
五	

引
導
分
第
五

吉
水
瀉
瓶
訣
第
四
巻

圓
戒
分
第
六	

戒
分
第
六

璽
書
分
第
七	

璽
書
分
第
七

白
紙
伝
精
義	

白
紙
伝
精
義

伝
法
或
問
（
21
）

浄
土
頓
教　

布
薩
一
乗
戒
儀
軌

或
問
増
補
（
３
）

浄
土
布
薩
一
乗
戒

吉
水
瀉
瓶
訣
第
五
巻

拾
遺	

	

拾
遺

蓮
門
授
受
十
念
真
訣	

蓮
門
授
受
十
念
真
訣

伝
法
時
処
考	

伝
法
時
処
考

吉
水
蓮
光
説	

吉
水
蓮
光
説

蓮
光
余
説	

蓮
光
余
説

伝
法
或
問
（
21
）

或
問
増
補
（
３
）

『
吉
水
瀉
瓶
訣
』　
各
巻
の
主
な
内
容
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こ
の
本
に
は
多
く
の
虫
食
い
跡
が
有
り
、
そ
の
虫
食
い
跡
の
位
置
や

そ
の
連
続
性
か
ら
み
て
み
る
と

①　

白
紙
伝
精
義
の
最
後
に
は
虫
食
い
が
全
く
な
く
、
伝
法
或

問
の
最
初
に
は
多
く
の
虫
食
い
が
見
ら
れ
る
。

⇒　

巻
第
四
の
白
紙
傳
精
義
と
伝
法
或
問
・
或
問
増
補
は

連
続
し
て
い
な
い

②　

巻
第
五
の
蓮
光
余
説
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
多
く
の
虫
食

い
跡
が
有
り
、
こ
れ
が
巻
第
四
に
あ
る
伝
法
或
問
の
最
初

の
ペ
ー
ジ
と
全
く
一
致
す
る
。

⇒　

伝
法
或
問
と
或
問
増
補
は
巻
五
の
蓮
光
余
説
の
後
部

に
存
在
し
た
こ
と

の
二
点
が
大
き
く
浮
か
び
上
が
っ
て
、
編
集
の
痕
跡
が
明
白
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
傳
燈
輯
要
本
の
第
四
巻
の
圓
戒
分
・
璽
書

分
・
白
紙
伝
精
義
だ
け
で
は
僅
か
六
ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
こ
と
に

な
り
不
自
然
で
あ
り
、
本
来
あ
っ
た
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
㈡
の
諸
本
に
存
在
す
る
「
淨
土
頓
教
（
専
持
名

号
）
布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」
と
「
淨
土
布
薩
一
乗
戒
」
が
全
て
削
除
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
削
除
し
た
分
量
が
余
り
に
多
い
の
で
、

第
五
巻
の
伝
法
或
問
・
或
問
増
補
を
第
四
巻
の
削
除
部
分
に
移
し
た

こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
傳
燈
輯
要
所
収
の
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
は
布
薩
関

係
記
載
の
全
て
を
削
除
し
、
編
集
し
直
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が

出
来
る
。

正
大
B
・
C
本
に
つ
い
て

　

そ
こ
で
問
題
な
の
は
、
正
大
の
A
本
は
善
し
と
し
て
も
、
そ
の
他

の
写
本
で
あ
る
B
本
と
C
本
が
、
A
本
と
同
じ
く
「
淨
土
頓
教
（
専

持
名
号
）
布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」
と
「
淨
土
布
薩
一
乗
戒
」
を
欠
い
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
様
に
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
両
本
を
見
て
み
る
と
先
ず
B
本
は
刊
本
の
よ
う
に
書
写
さ

れ
五
巻
五
冊
で
、
第
三
巻
に
は
第
四
巻
に
あ
る
は
ず
の
圓
戒
分
・
璽

書
分
・
白
紙
伝
精
義
を
含
み
、
第
四
巻
に
は
伝
法
或
問
と
或
問
増
補
、

第
五
巻
に
は
拾
遺
四
篇
の
み
と
し
、
順
序
と
し
て
は
傳
燈
輯
要
本
と

同
じ
体
裁
で
あ
る
。
た
だ
第
四
巻
の
最
初
に
は
、
あ
る
べ
き
は
ず
の

「
吉
水
瀉
瓶
訣　

第
四
」
の
文
字
が
無
く
、
そ
れ
は
第
三
巻
の
中
に

含
ま
れ
て
い
て
編
集
の
跡
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

次
ぎ
に
正
大
C
本
で
あ
る
が
五
巻
四
冊
と
な
っ
て
い
て
第
三
巻
と

第
四
巻
（
圓
戒
分
・
璽
書
分
・
白
紙
傳
精
義
）
が
合
冊
と
な
っ
て
い

て
、
四
冊
目
に
は
第
五
巻
と
し
て
拾
遺
四
篇
と
伝
法
或
問
と
或
問
増
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補
か
ら
な
っ
て
い
る
。
順
序
か
ら
は
傳
燈
輯
要
本
と
は
異
な
り
㈡
の

写
本
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
C
本
に
つ
い
て
は
「
嘉
永
五
子
年
三

月
」
と
「
檀
梁
敬
識
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
㈡
の
佛
大
本
と

同
じ
年
号
と
記
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
同
一
写
本
の
別
写
本
と
見

な
す
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
正
大
C
本
に
も
本
来
、「
淨
土
頓
教

（
専
持
名
号
）
布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」
と
「
淨
土
布
薩
一
乗
戒
」
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
佛
大
本
に
は
第
一
巻
か
ら
第

三
巻
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
正
大
に
蔵
さ
れ
る
三
本
共
に
布
薩
関
係
の
全
て

を
削
除
し
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
傳

燈
輯
要
本
に
あ
る
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
は
原
本
に
あ
っ
た
「
淨
土
頓
教

布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」「
淨
土
布
薩
一
乗
戒
」
を
削
除
し
、
編
集
し
直

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

布
薩
削
除
の
何
故

　

で
は
何
故
に
布
薩
関
係
が
削
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

か
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
江
戸
中
期
の
四
休
庵
貞
極
（
一
六
七
七‒

一
七
五
六
）
や
増
上
寺
四
十
五
世
成
誉
大
玄
（
一
六
八
〇
―一
七
五

六
）
が
称
え
た
「
布
薩
亡
伝
」
に
起
因
し
、
福
田
行
誡
（
一
八
〇

七
？
～
一
八
八
八
）
の
『
傳
法
復
古
』（
明
治
二
〇
年
）
に

古
来
は
五
重
を
初
度
と
し
、
宗
脈
を
中
度
と
し
、
布
薩
を
最
後

度
と
す
。
今
日
に
し
て
考
る
に
学
校
卒
業
の
器
度
を
量
て
両
脈

を
初
度
一
回
と
し
、
亦
卒
業
の
器
宇
を
度
て
璽
書
を
授
く
べ
し
。

両
脈
の
前
加
行
或
は
三
七
日
と
す
。
其
第
二
七
日
戒
脈
を
授
け

第
三
七
日
結
願
の
日
宗
脈
を
授
く
。
譜
脈
も
と
の
如
し
。
璽
書

を
授
る
祖
法
の
如
く
な
る
べ
し
。
布
薩
の
法
は
廃
す
べ
し
。

の
提
言
に
基
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
う
け
浄
土
宗
が
『
伝

法
条
例
』
を
大
正
二
年
九
月
に
制
定
し
、
布
薩
を
廃
止
し
璽
書
を
復

古
し
た
伝
法
改
正
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
二
年
に
廃
止
さ
れ
た

布
薩
伝
法
を
、
大
正
十
年
に
浄
土
宗
の
伝
法
関
係
書
籍
を
集
め
編
纂

す
る
こ
と
に
な
っ
た
『
淨
土
傳
燈
輯
要
』
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
記
載

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
大
正
大
学
に

置
か
れ
て
い
た
宗
書
保
存
会
が
一
案
と
し
て
原
本
の
第
四
巻
に
あ
っ

た
「
淨
土
頓
教
布
薩
一
乗
戒
儀
軌
」「
淨
土
布
薩
一
乗
戒
」
を
削
除

し
体
裁
を
整
え
直
し
た
の
が
現
在
の
傳
燈
輯
要
本
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』

で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

最
初
に
疑
問
に
思
え
た
『
淨
土
傳
燈
輯
要
』
の
解
題
に
あ
る
「
第

一
因
縁
分
、
第
二
道
場
分
、
第
三
密
室
分
、
第
四
宗
脈
分
、
第
五
引
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導
分
、
第
六
圓
戒
分
、
第
七
璽
書
分
、
七
篇
及
び
傳
法
或
問
よ
り
成

る
」
と
い
う
説
明
が
、「
傳
法
或
問
・
或
問
増
補
」
が
元
々
は
原
本

の
第
五
巻
の
最
後
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
及
び
傳
法
或
問
」
で
原

本
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
の
全
て
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
。
し
か
し
こ
の
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
が
伝
法
条
例
の
改
正
に
基
づ
き
、

布
薩
を
削
除
し
傳
法
或
問
・
或
問
増
補
を
第
四
巻
に
移
さ
れ
た
事
に

よ
り
傳
燈
輯
要
本
と
そ
の
解
題
に
生
じ
た
矛
盾
と
疑
問
で
あ
っ
た
。

　

布
薩
伝
法
の
問
題
は
大
正
二
年
の
布
薩
廃
止
か
ら
以
降
も
賛
否
両

論
の
意
見
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
が
亡
伝
で
何
が
必
要
な
も
の
か

を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も

こ
の
『
吉
水
瀉
瓶
訣
』
は
私
達
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
書

物
で
あ
る
。
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良
忠
の
仏
土
観
―
一
乗
浄
土
に
つ
い
て
―

大　

橋　

雄　

人

一
、
は
じ
め
に

　

善
導
が
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
仏
土
を
報
身
報

土
と
し
て
お
り
、
法
然
以
降
、
浄
土
宗
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
仏
身

仏
土
に
関
し
て
は
善
導
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
浄
土
宗
第
三
祖
で
あ
る
良
忠
上
人
（
以
下
敬
称
略
）
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
が
、
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
を
「
一
乗
浄
土
」（
一
乗
土
）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
箇

所
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
善
導
・
法
然
に
こ
の
よ
う
な
表
現
は
み
ら

れ
な
い
。

　

善
導
は
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
「
五
乗
斉
入
」
と
示
し
、
阿
弥
陀

仏
の
浄
土
に
「
五
乗
が
斉
し
く
入
る
」
と
し
て
い
る
が
、
善
導
が
そ

の
よ
う
に
示
し
た
浄
土
を
良
忠
が
「
一
乗
浄
土
」
と
表
現
す
る
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
良
忠
の
「
一
乗
」
に
関
す
る
解
釈
と
、
ま
た
良

忠
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。

二
、「
一
乗
」
の
用
例

　

先
述
し
た
よ
う
に
良
忠
は
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
浄

土
に
対
し
て
「
一
乗
浄
土
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

善
導
『
観
経
疏
』
十
四
行
偈
の
「
我
菩
薩
蔵
頓
教
一
乗
海
」
と
い
う

句
の
「
一
乗
」
の
解
釈
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
の
が
『
伝
通
記
』
の

な
か
で
の
初
出
で
あ
る
。
な
お
良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
こ
の
一
句
に

つ
い
て
、
善
導
が
十
四
行
偈
を
説
示
し
た
意
図
を
述
べ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る）

1
（

。

　

ま
ず
、
良
忠
が
「
一
乗
」
と
い
う
語
を
含
め
て
ど
の
よ
う
な
表
現

を
用
い
て
い
る
か
整
理
を
試
み
た
い
。
単
に
「
一
乗
」
と
の
み
用
い

る
箇
所
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
次
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の
よ
う
な
語
句
が
み
ら
れ
る
。

●

一
乗
浄
土
（『
浄
全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
）

●

	
一
乗
土
（『
浄
全
』
二
、
一
〇
八
頁
下
、
二
一
五
頁
上
、
四

〇
六
頁
下
）

●

	

一
乗
教
（『
浄
全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
、
一
一
一
頁
上
、
四

三
三
頁
下
）

●

一
乗
頓
速
浄
土
（『
浄
全
』
二
、
一
五
一
頁
上
）

●

三
乗
一
乗
（『
浄
全
』
二
、
一
五
七
頁
下
）

●

一
乗
真
実
（『
浄
全
』
二
、
一
九
三
頁
上
）

●

一
乗
頓
極
之
機
（『
浄
全
』
二
、
二
一
四
頁
下
）

こ
れ
ら
語
句
の
用
例
を
分
類
す
る
と
、
仏
土
、
機
根
、
教
門
に
つ
い

て
「
一
乗
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
は
じ
め
に
提
示
し
た

「
浄
土
」
の
み
に
係
る
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

三
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
「
一
乗
浄
土
」

　

で
は
、
良
忠
は
「
一
乗
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
・
解
説
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
先
に
示
し
た
『
観
経
疏
』
十
四
行
偈
の
「
一
乗
海
」

に
対
し
て
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

【
我
依
菩
薩
藏
頓
教
一
乘
海
】
と
は
、
此
の
偈
の
文
相
、
論
の

偈
に
依
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
其
の
意
、
別
な
り
。
謂
わ
く
、

彼
の
修
多
羅
は
廣
く
三
經
に
通
ず
。
此
の
菩
薩
藏
は
唯
だ
『
觀

經
』
に
局
る
。
藏
教
の
義
、
下
に
至
り
て
辨
ず
べ
し
。

【
一
乘
】
と
言
う
は
、
三
乘
の
異
な
り
無
き
を
名
づ
け
て
一
乘

と
爲
す
。
今
、
此
の
經
に
一
乘
淨
土
を
明
か
す
が
故
に
一
乘
教

と
云
う
。（『
浄
全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
）

こ
こ
で
良
忠
は
「
一
乗
」
に
つ
い
て
、
三
乗
の
異
な
り
が
無
い
こ
と

を
「
一
乗
」
で
あ
る
と
解
釈
し
、『
観
経
』
に
明
か
さ
れ
て
い
る
浄

土
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
一
乗
浄
土
で
あ
り
、
こ
れ
が
明

か
さ
れ
て
い
る
故
に
一
乗
教
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
根
拠
と
し

て
次
下
に
『
大
智
度
論
』『
往
生
論
』『
往
生
論
註
』
の
説
示
を
引
い

て
い
る）

（
（

。

　

良
忠
は
こ
の
よ
う
に
「
一
乗
」
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
一

乗
浄
土
が
説
か
れ
る
教
門
を
一
乗
教
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
問
い
を
設
け
て
い
る
。

問
、
若
し
、
能
詮
の
教
、
一
乘
な
り
と
言
わ
ば
、
今
『
經
』
の

序
分
に
即
ち
父
王
の
阿
那
含
の
益
を
擧
ぐ
。
中
三
品
の
中
に
は

小
果
を
證
す
る
こ
と
を
説
く
。『
大
經
』
の
得
益
に
は
法
眼
淨
、

及
以
び
那
含
、
漏
盡
の
小
益
を
明
か
せ
り
。
何
ぞ
一
乘
と
云
わ

ん
。（『
浄
全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
）

こ
の
問
い
が
問
題
と
す
る
こ
と
は
、『
観
経
』
が
一
乗
教
で
あ
る
と
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し
な
が
ら
、『
観
経
』
に
父
王
の
得
益
が
説
か
れ
、
ま
た
中
品
に
小

果
が
説
か
れ
、『
無
量
寿
経
』
に
は
小
益
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
、

小
乗
の
得
益
が
説
か
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
良
忠
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

答
、
父
王
は
既
に
此
の
『
經
』
の
機
に
非
ず
。
得
益
も
亦
、
是

れ
序
分
の
光
益
に
し
て
、
正
説
の
益
に
非
ず
。

次
に
中
輩
の
益
は
下
に
分
別
す
る
が
如
し
。

次
に
『
大
經
』
の
小
益
と
は
、
憬
興
の
云
わ
く
「
此
れ
は
次
に

聲
聞
の
益
な
り
。
法
眼
淨
と
は
、
即
ち
預
流
果
な
り
。
漏
盡
と

は
障
盡
な
り
。
意
解
と
は
智
滿
な
り
。
衆
、
此
の
方
の
穢
惡
厭

う
べ
き
を
聞
く
が
故
に
、
聲
聞
の
果
を
得
」。

次
に
大
乘
の
益
を
釋
し
て
云
わ
く
「
此
れ
は
後
に
菩
薩
の
利
な

り
。
彌
陀
佛
の
威
徳
廣
大
な
る
を
聞
く
が
故
に
、
不
退
轉
を

得
」｛
已
上
｝。

是
れ
則
ち
『
大
經
』
の
正
意
は
、
專
ら
彌
陀
の
因
果
を
説
く
。

因
果
、
大
な
る
が
故
に
、
其
の
益
も
亦
、
大
な
り
。
但
だ
厭
穢

欣
淨
の
爲
に
、
因
み
に
三
毒
・
五
惡
・
五
痛
等
を
明
か
す
。
時

に
更
に
小
機
有
り
て
、
是
の
如
く
説
く
を
聞
き
て
、
小
益
を
獲

得
す
。
故
に
『
大
經
』
の
本
意
の
益
に
非
ざ
る
な
り
。（『
浄

全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
～
下
）

良
忠
は
い
ず
れ
も
小
乗
の
益
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は

正
説
の
益
で
は
な
く
、
ま
た
本
意
の
益
で
は
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
問

題
を
退
け
て
い
る
。

　

続
け
て
こ
の
問
答
を
発
端
と
し
て
浄
土
門
に
お
け
る
三
乗
の
機
法

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
そ
淨
土
三
乘
の
機
法
に
就
き
て
、
廣
く
諸
説
を
集
む
る
に
三

義
有
る
べ
し
。

一
つ
に
云
わ
く
、
若
し
今
家
の
意
は
『
觀
經
』
中
三
品
の
説
、

及
び
『
智
度
論
』
に
準
依
し
て
、
安
養
界
に
三
乘
の
機
の
爲
に

三
乘
の
法
を
説
く
こ
と
を
許
す
。

二
つ
に
云
わ
く
、
若
し
鸞
師
の
意
は
『
悲
華
經
』、
及
び
『
淨

土
論
』
に
準
じ
て
、
極
樂
界
の
中
に
三
乘
の
機
無
く
、
三
乘
の

法
無
し
。

三
つ
に
云
わ
く
、
若
し
感
師
の
一
義
は
『
法
華
』
等
に
例
し
て
、

西
方
國
の
中
に
小
乘
の
法
有
り
て
、
小
乘
の
機
無
し
。（『
浄

全
』
二
、
一
〇
七
頁
下
）

良
忠
は
三
乗
の
機
法
に
つ
い
て
善
導
、
曇
鸞
、
懐
感
の
説
を
示
し
、

善
導
の
説
は
浄
土
に
お
い
て
は
三
乗
の
機
の
た
め
に
三
乗
の
法
を
説

く
こ
と
を
許
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て

善
導
が
準
依
し
て
い
る
と
す
る
『
観
経
』
中
品
と
『
大
智
度
論
』
の
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説
示
を
引
用
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
設
け
て
い
る
。

問
、
若
し
三
乘
の
機
と
法
と
有
ら
ば
、
彼
の
國
を
何
ぞ
唯
一
乘

の
土
と
名
づ
け
ん
。（『
浄
全
』
二
、
一
〇
八
頁
上
）

こ
れ
は
先
ま
で
の
良
忠
の
解
釈
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
問
い
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
良
忠
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

答
、
一
乘
の
土
な
り
と
雖
も
、
而
も
本
願
に
由
り
て
、
暫
ら
く

四
諦
を
説
き
て
小
果
を
得
せ
し
む
。
復
、
果
を
證
す
と
雖
も
、

灰
斷
の
情
無
し
。
即
ち
大
に
轉
向
し
て
一
乘
に
歸
せ
し
む
。
故

に
一
乘
と
云
わ
ん
に
、
何
の
鉾
楯
か
有
ら
ん
。
彼
の
土
は
報
な

り
と
雖
も
、
願
力
に
由
る
が
故
に
五
乘
齊
入
す
。
何
ぞ
妨
げ
ん
。

土
は
一
乘
な
り
と
雖
も
、
本
願
に
由
る
が
故
に
、
暫
ら
く
四
果

を
證
す
る
こ
と
を
謂
う
こ
と
莫
れ
。
―
中
略
―
。

總
じ
て
、
而
も
之
れ
を
論
ぜ
ば
、
土
は
是
れ
一
乘
清
淨
、
機
は

是
れ
正
に
佛
果
を
期
す
。
何
ぞ
三
乘
の
土
と
名
付
け
ん
。（『
浄

全
』
二
、
一
〇
八
頁
上
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
一
乗
の
土
で
あ
り
、
そ
こ
で

小
果
を
得
る
と
い
っ
て
も
、
大
乗
に
転
向
し
て
一
乗
に
帰
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
矛
盾
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
離
垢
世
界

を
例
に
挙
げ
、『
法
華
経
』『
法
華
文
句
記
』『
維
摩
経
疏
記
』
を
引

い
て
い
る
。
こ
の
問
答
に
続
い
て
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
三
乗

の
土
で
あ
る
と
す
る
問
い
が
設
け
ら
れ
答
え
て
い
る
が
、
基
本
的
に

は
浄
土
に
三
乗
の
機
が
あ
り
、
三
乗
の
法
が
あ
る
こ
と
を
許
す
立
場

を
と
っ
て
い
る）

（
（

。

　

良
忠
は
続
け
て
曇
鸞
、
懐
感
の
説
に
つ
い
て
も
解
説
を
施
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
説
を
総
括
し
て

已
上
の
三
義
、
始
終
・
同
異
、
此
れ
亦
、
知
り
難
し
。

一
つ
に
云
わ
く
、
三
義
の
始
終
、
同
じ
か
ら
ず
。
上
に
辨
ず
る

所
の
如
し
。

二
つ
に
云
わ
く
、
三
義
、
終
に
是
れ
同
な
る
べ
し
。
先
ず
今
家

に
就
き
て
二
師
を
会
せ
ば
、
鸞
は
譏
嫌
を
斥
う
。
何
ぞ
見
修
兩

惑
の
斷
道
に
四
諦
觀
を
用
う
る
こ
と
を
妨
げ
ん
。
感
は
小
を
聞

き
て
四
諦
の
理
を
證
す
る
こ
と
を
許
す
。
故
に
此
の
二
師
、
今

家
に
同
じ
く
、
三
乘
の
機
と
法
と
有
り
と
許
す
な
り
｛
云
云
｝。

（『
浄
全
』
二
、
一
一
〇
頁
下
）

と
述
べ
て
、
曇
鸞
、
懐
感
の
説
も
終
に
は
善
導
と
同
じ
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

以
上
の
説
示
か
ら
良
忠
は
一
乗
を
三
乗
の
異
な
り
が
無
い
こ
と
と

と
ら
え
る
が
、
一
乗
浄
土
と
い
う
と
き
に
は
決
し
て
浄
土
に
三
乗
の

機
と
法
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
一
乗
浄
土

の
一
乗
と
は
声
聞
・
縁
覚
の
小
乗
の
機
が
大
乗
に
転
向
し
て
菩
薩
と
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な
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
点
か
ら
一
乗
浄
土
と
表
現
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
良
忠
は
『
観
経
疏
』
十
四
行
偈
に
示
さ
れ
る
「
一

乗
海
」
の
「
一
乗
」
を
機
根
・
教
門
の
意
に
理
解
し
注
釈
を
行
っ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
実
現
す
る
浄
土
と
し
て
「
一
乗
浄

土
」
ま
た
「
一
乗
土
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め

　

以
上
、
整
理
し
た
よ
う
に
良
忠
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
往
生
し
た

諸
々
の
衆
生
が
大
乗
に
転
向
し
仏
果
を
求
め
る
浄
土
で
あ
る
こ
と
か

ら
一
乗
浄
土
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
良
忠
が
「
一
乗
」
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
「
一
乗
浄
土
」

と
い
う
表
現
を
用
い
た
背
景
に
つ
い
て
、
若
干
の
指
摘
を
し
て
お
き

た
い
。
良
忠
が
他
師
の
「
一
乗
」
解
釈
に
つ
い
て
『
伝
通
記
』
に
言

及
は
な
い
が
、『
東
宗
要
』
に
次
の
よ
う
な
説
を
示
し
て
い
る
。

有
人
の
云
わ
く
「
一
乘
と
は
弘
願
の
一
乘
な
り
。
文
に
云
わ
く

《
莫
不
皆
乘
阿
彌
陀
佛
大
願
業
力
爲
増
上
縁
》」｛
云
云
｝。

今
云
わ
く
、
一
乘
の
土
を
説
く
が
故
に
一
乘
教
と
名
づ
く
。
文

理
分
明
な
り
。
何
ぞ
別
義
を
存
せ
ん
や
。（『
浄
全
』
一
一
、
七

頁
下
～
八
頁
上
）

こ
の
有
人
の
説
は
一
乗
を
弘
願
と
解
釈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

良
忠
は
こ
の
説
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
有
人
」
が

誰
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
一
乗
海
」
の
解
釈
か
ら
確
認
で
き
る

か
ぎ
り
は
以
下
の
説
示
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
証
空
の
『
自
筆
鈔
』
に
は
、

一
乗
と
い
う
は
因
よ
り
果
に
至
る
ま
で
、
直
ち
に
彌
陀
の
願
に

乗
じ
て
終
に
法
身
の
徳
を
顯
わ
す
。
中
間
に
二
つ
の
乗
な
し
。

故
に
一
乗
と
云
う
。（『
西
山
全
書
』
一
、
二
三
頁
上
）

と
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
乗
ず
る
こ
と
を
一
乗
と
い
う
と
し
て

い
る
。
次
に
凝
然
の
『
浄
土
法
門
源
流
章
』
に
幸
西
の
『
略
料
簡
』

の
説
示
を
指
摘
し
、

幸
西
の
略
料
簡
に
云
わ
く
「
一
乘
海
と
言
う
は
、
法
喩
、
雙
べ

標
す
る
な
り
。
一
乘
と
は
即
ち
弘
願
な
り
。
弘
願
は
即
ち
佛
智

な
り
。
佛
智
は
即
ち
一
念
な
り
。
海
と
は
衆
流
の
海
に
入
る
が

如
し
。
一
切
善
惡
凡
夫
、
皆
、
彼
智
願
海
に
歸
し
生
ず
る
こ
と

を
得
」｛
已
上
｝。（『
浄
全
』
一
五
、
五
九
一
頁
下
）

と
あ
る
と
し
て
一
乗
を
弘
願
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
法
然
門
下

お
よ
び
良
忠
の
弘
願
解
釈
に
つ
い
て
整
理
を
す
る
紙
数
は
無
い
が

「
一
乗
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
門
下
の
異
説
に
対
応
し
た
一
面
が
み
え
る
と
い
え
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よ
う
。

　

ま
た
良
忠
が
「
一
乗
」
を
機
根
・
教
門
の
意
に
解
釈
す
る
典
拠
に

つ
い
て
、『
東
宗
要
』
に
は
一
乗
と
大
乗
の
同
異
に
つ
い
て
の
問
答

が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
良
忠
は
「
若
し
三
論

に
依
ら
ば
、
大
乘
即
一
乘
な
り
」（『
浄
全
』
一
一
、
七
頁
下
）
と
答

え
て
い
る
。
同
様
の
説
示
は
『
伝
通
記
』
に
も
み
ら
れ）

4
（

、
今
回
整
理

し
た
良
忠
の
一
乗
解
釈
は
こ
の
三
論
宗
の
釈
義
か
ら
展
開
し
て
い
る

よ
う
な
印
象
が
う
か
が
わ
れ
る
。
良
忠
が
こ
の
よ
う
に
三
論
宗
の
釈

義
を
も
っ
て
一
乗
を
解
釈
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
良
忠
が
善
導
の

教
学
背
景
が
三
論
宗
に
あ
る
と
し
て
お
り）

5
（

、
良
忠
は
善
導
の
教
学
背

景
に
基
づ
い
た
『
観
経
疏
』
解
釈
を
試
み
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

１　
【
我
等
愚
癡
身
｛
乃
至
｝
往
生
安
樂
國
】
と
は
、
自
下
の
五
行
は
發
起
序

を
明
か
す
。
此
の
文
の
中
に
就
き
て
細
分
す
る
に
四
つ
有
り
。

	

一
つ
に
初
の
二
行
は
願
生
の
意
を
明
か
し
、
二
つ
に
次
の
一
行
は
説
偈
の
意

を
述
し
、
三
つ
に
次
の
一
行
は
造
疏
の
意
を
叙
し
、
四
つ
に
後
の
一
行
は
迴

向
の
意
を
述
す
。（『
浄
全
』
二
、
一
〇
三
頁
上
）

２　
『
智
論
』
三
十
八
に
云
わ
く
「
一
乘
清
淨
無
量
壽
世
界
」
と
｛
此
れ
は
諸

佛
の
淨
土
に
通
ず
。
今
は
通
を
引
き
て
西
方
を
證
す
｝。

	

『
往
生
論
』
に
云
わ
く
「
永
く
身
心
の
惱
を
離
れ
て
、
樂
を
受
く
る
こ
と
、

常
に
間
無
し
。
大
乘
善
根
の
界
、
等
し
く
し
て
、
譏
嫌
の
名
無
し
。
女
人
及

び
根
缺
、
二
乘
の
種
は
生
ぜ
ず
」。

	

『
註
』
の
上
に
云
わ
く
「
國
濁
る
に
由
る
が
故
に
、
一
つ
を
分
ち
て
三
つ
と

説
く
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
わ
く
、
我
が
國
土
を
し
て
、
皆
、
是
れ
大
乘
一

味
、
等
味
に
し
て
、
根
敗
の
種
子
、
畢
竟
じ
て
生
ぜ
ず
。
女
人
殘
缺
の
名
字

も
亦
、
斷
ぜ
ず
。
是
の
故
に
《
大
乘
善
根
界
、
等
無
譏
嫌
名
》
と
言
う
」。

	

同
じ
き
下
に
云
わ
く
「
往
生
を
願
う
者
は
、
本
は
則
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、

今
は
一
・
二
の
殊
な
り
無
し
。
亦
、
漕
澠
一
味
な
る
が
如
し
。
焉
ん
ぞ
思
議

す
べ
け
ん
」｛
已
上
｝。

	

之
に
準
ず
る
に
、
所
詮
の
國
土
、
既
に
是
れ
一
乘
な
れ
ば
、
能
詮
の
教
門
も

亦
、
是
れ
一
乘
な
り
。（『
浄
全
』
二
、
一
〇
七
頁
上
）

３　

故
に
知
ん
ぬ
、
彼
の
土
に
三
乘
の
機
有
り
、
三
乘
の
法
有
る
こ
と
を
。

	

又
、
縱
い
彼
の
土
に
機
無
く
し
て
法
有
り
と
許
す
と
も
、
何
ぞ
安
養
は
本
願

に
由
る
が
故
に
、
機
法
倶
に
有
る
こ
と
を
妨
げ
ん
。
謂
わ
く
、
彼
は
但
だ
法

を
願
ず
る
が
故
に
機
無
し
。
今
は
機
法
を
願
ず
。
故
に
機
法
有
り
。
願
の
意
、

各
別
な
り
。
何
の
相
違
か
有
ら
ん
。（『
浄
全
』
二
、）

４　

若
し
三
論
の
嘉
祥
の
意
に
依
ら
ば
、
一
乘
と
言
う
は
即
ち
是
れ
大
乘
な
り
。

（『
浄
全
』
二
、
一
一
〇
頁
下
）

５　
『
伝
通
記
』
に
は
善
導
の
宗
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
示
が
み
ら
れ
る
。

	

然
る
に
今
師
、
何
れ
の
宗
と
云
う
こ
と
を
知
ら
ず
。
但
だ
し
釋
義
、
性

宗
に
順
ぜ
り
。
所
謂
る
、【
兩
垢
如
如
普
該
含
識
】
と
云
う
が
故
に
。

「
二
萬
劫
盡
復
生
心
」
と
云
う
が
故
に
。「
不
覺
轉
入
眞
如
門
」
と
云
う

が
故
に
。
性
宗
の
中
に
於
い
て
天
台
・
華
嚴
に
似
ず
。
二
藏
の
名
目
、

三
論
宗
に
順
ず
。

	

又
、
彼
の
宗
の
血
脈
に
云
わ
く
、
法
朗
大
師
に
二
の
弟
子
有
り
。
嘉
祥

大
師
・
明
勝
法
師
な
り
。『
新
修
傳
』
に
云
わ
く
「
善
導
、
幼
く
し
て

密
州
の
明
勝
法
師
に
投
じ
て
出
家
し
、『
法
華
』『
維
摩
』
を
誦
す
」

｛
已
上
｝。
知
ん
ぬ
、
三
論
な
り
と
云
う
こ
と
を
。（『
浄
全
』
二
、
九
七

頁
下
）

	

ま
た
『
東
宗
要
』
に
お
い
て
も
善
導
の
本
宗
に
つ
い
て
の
問
答
が
設
け
ら
れ

て
い
る
（『
浄
全
』
一
一
、
三
頁
下
～
四
頁
下
）。
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は
じ
め
に

　

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
以
降
、
と
く
に
奈
良
時
代
か
ら
平
安
・

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
尼
僧
の
数
は
増
加
し
、
在
家
女
性
た
ち
に
よ

る
積
極
的
な
仏
教
活
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
数
多
く
の
史
料
が

残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
と
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
論
じ
る
と

き
、
女
性
は
五
障
を
そ
な
え
変
成
男
子
を
し
な
け
れ
ば
容
易
に
成
仏

や
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
き
た（
１
）。
し

か
し
、
数
多
く
の
願
文
に
五
障
と
い
う
言
葉
を
女
性
自
身
が
積
極
的

に
用
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
な
ぜ
彼
女
た

ち
は
五
障
と
い
う
文
言
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
五
障
は
女
性
は
成

仏
や
往
生
を
と
げ
る
こ
と
は
困
難
な
存
在
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
女
性
と
仏
教
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
①
仏

教
経
典
や
教
義
書
に
記
さ
れ
た
五
障
の
意
味
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

②
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
願
文
に
記
さ
れ

た
五
障
の
意
味
を
考
察
す
る
と
い
う
二
点
を
中
心
に
五
障
観
の
変
遷

を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

一
．
仏
教
経
典
に
み
る
五
障

　

仏
教
経
典
で
は
五
障
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。『
雑
阿
含
経
』
巻
第
二
十
六
に
は
、「
五
障
五
蓋
」
は
「
貪
欲

蓋
・
瞋
蓋
・
睡
眠
蓋
・
掉
蓋
・
疑
蓋（
２
）」
を
意
味
し
、
男
女
関
係
な
く

仏
道
修
行
者
全
体
の
問
題
と
さ
れ
、「
五
障
五
蓋
」
を
滅
す
る
方
法

は
「
七
覚
支
」
に
よ
っ
て
智
慧
が
増
長
さ
れ
「
涅
槃
」
に
い
た
る
の

だ
と
さ
れ
る
。
初
期
大
乗
経
典
の
『
大
宝
積
経
』
巻
第
三
に
は
、
在

女
人
成
仏
・
女
人
往
生
の
問
題
に
つ
い
て
―
五
障
観
を
め
ぐ
っ
て
―

工　

藤　

和　

興
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家
の
菩
薩
に
は
三
種
の
修
め
る
修
行
が
あ
り
、「
六
法
」
を
得
て

「
五
障
」
を
除
く
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
五
障
」
と
は
「
離
間

語
・
妄
語
・
意
楽
・
嫉
妬
・
耽
著
諸
欲（
３
）」

の
五
事
、
す
な
わ
ち
身
・

口
・
意
の
三
業
が
作
り
出
す
十
悪
を
五
障
と
記
し
、
女
性
蔑
視
的
な

意
味
と
し
て
用
い
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
五
障
の
意
味
は
『
法
華

経
』
提
婆
達
多
品
に
も
と
づ
い
て
い
る
。『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品

は
、
前
半
部
は
釈
尊
殺
害
を
計
画
し
た
提
婆
達
多
と
い
う
悪
人
が
い

か
に
成
仏
す
る
の
か
、
ま
た
後
半
部
は
釈
尊
説
法
の
場
に
登
場
す
る

龍
女
の
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
龍
女
の
成
仏
を
め
ぐ
っ

て
五
障
が
説
か
れ
て
い
る
。
龍
女
は
海
中
で
文
殊
菩
薩
の
説
く
『
法

華
経
』
を
聞
き
即
身
成
仏
を
遂
げ
た
が
、
そ
こ
に
小
乗
の
修
行
者
智

積
菩
薩
と
声
聞
の
舎
利
弗
が
登
場
し
、
龍
女
の
成
仏
に
つ
い
て
疑
い

を
述
べ
る
。
と
く
に
舎
利
弗
は
「
女
人
の
身
に
は
、
猶
、
五
つ
の
障

あ
り
。」
と
異
議
を
称
え
、「
一
に
は
梵
天
王
と
作
る
こ
と
を
得
ず
、

二
に
は
帝
釈
、
三
に
は
魔
王
、
四
に
は
転
輪
聖
王
、
五
に
は
仏
身
な

り
。
云
何
ん
ぞ
、
女
身
、
速
や
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
ん
。
（
４
）」
と

述
べ
る
。
そ
の
時
龍
女
が
舎
利
弗
の
眼
前
で
一
瞬
に
し
て
変
成
男
子

し
仏
の
相
好
を
表
し
た
が
、
こ
れ
は
植
木
正
俊
氏
に
よ
れ
ば
、
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
は
「
男
は
仏
に
な
れ
る
、
女
は
仏
に
な
れ
な
い
」

と
い
う
小
乗
的
男
女
観
に
固
執
す
る
舎
利
弗
の
成
仏
で
あ
る
と
い
う（
５
）。

つ
ま
り
、
龍
女
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
法
を
聴
聞
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
「
女
性
は
仏
に
は
な
れ
な
い
」
と
考
え
に
と
ら
わ

れ
て
い
る
舎
利
弗
の
煩
悩
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
煩
悩
こ
そ
舎
利
弗

の
成
仏
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
。
龍
女
の
変
成
男
子
は
舎
利
弗
の
煩

悩
（
女
性
は
仏
に
な
れ
な
い
）
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ

る
た
め
、
舎
利
弗
が
固
執
し
て
い
る
煩
悩
に
合
わ
せ
た
成
仏
の
姿
を

見
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
女
に
も
男
に
も
な
る
こ
と
で

男
女
の
成
仏
に
差
異
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
法
華
経
』
教
義
書
に
は
龍
女
に
つ
い
て
ど
う
理
解
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
天
台
大
師
智
顗
『
法
華
玄
義
』
巻
第
五
上
の

中
で
「
亦
是
龍
女
於
刹
那
頃
、
発
菩
提
心
成
等
正
覚
。
即
是
涅
槃
明
、

発
心
畢
竟
二
不
別
。
如
是
二
心
前
心
難
。
此
諸
大
乗
悉
明
円
初
発
心

住
位
也
。
乃
至
第
十
云
々（
６
）」
と
、
煩
悩
の
自
覚
が
発
菩
提
心
に
つ
な

が
り
等
正
覚
に
な
る
と
指
摘
し
、
龍
女
の
即
身
成
仏
こ
そ
天
台
宗
の

要
と
な
る
教
え
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
龍
女
成
仏
は
即
身
成
仏
で
あ

り
、
天
台
が
頓
教
で
あ
る
と
い
う
他
宗
に
対
す
る
優
位
性
を
示
す
論

拠
と
な
っ
た
。
こ
の
考
え
は
日
本
天
台
宗
で
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。

例
え
ば
円
珍
は
『
授
決
集
』
の
な
か
で
、
龍
女
は
海
中
で
即
身
成
仏

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
衆
生
の
前
に
あ
え
て
三
十
二
相
を
具
現
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し
た
仏
の
姿
で
は
な
く
、
女
身
の
ま
ま
で
説
法
し
た
の
だ
と
解
釈
し

て
い
る
。

　

で
は
、
五
障
と
い
う
言
葉
自
体
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
智
顗
『
法
華
玄
義
』
の
註
釈
書
で
あ
る
湛
然
『
法
華
玄

義
釈
籤
』
巻
第
一
に
は
、
智
顗
が
『
法
華
経
』
信
解
品
の
「
汝
恒
に

作
す
時
、
欺
怠
瞋
恨
怨
言
有
る
こ
と
無
く
」
の
「
欺
怠
瞋
恨
怨
」
を

「
言
排
障
者
如
信
解
品
云
、
無
有
欺
怠
瞋
恨
怨
言
。
欺
為
信
障
怠
為

進
障
瞋
為
念
障
恨
為
定
障
怨
為
慧
障
。
若
根
増
長
能
破
五
障
故
名
為

力（
７
）。」

と
理
解
し
、
こ
の
自
覚
に
よ
っ
て
菩
提
心
が
生
じ
、
即
身
成

仏
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
最
澄
の
弟
子
で
天
台
座
主
の
義
真

も
『
天
台
法
華
宗
義
集
』
で
慈
停
心
・
数
息
停
心
・
因
縁
停
心
・
不

浄
停
心
・
念
仏
停
心
の
「
五
停
心
」
が
「
嫉
妬
・
覚
観
・
癡
・
貪
・

障
道
」
の
五
障
に
対
応
し
て
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
、
五
障
は
女
性
は
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

煩
悩
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
男
女
関
係
な
く
仏
道
修
行

者
全
体
に
当
て
は
ま
る
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
．
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
願
文
に
み
る
五
障

　

日
本
で
仏
教
書
以
外
で
五
障
が
確
認
さ
れ
た
極
め
て
早
い
史
料
は
、

元
慶
八
年
（
八
八
三
）「
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
室
家
命
婦
の
為
の
逆

修
の
功
徳
願
文
」（『
菅
家
文
草
』
巻
第
十
一
）
で
あ
る
。
こ
の
願
文

は
あ
る
女
性
が
亡
き
父
母
の
た
め
に
『
法
華
経
』
二
部
を
書
写
し
逆

修
を
行
っ
た
と
き
に
作
成
さ
れ
た
。
願
文
に
は
、「
弟
子
重
ね
て
願

を
発
し
て
曰
く
、
生
有
り
、
老
有
り
、
病
有
り
、
死
有
り
。（
中
略
）

将
に
後
事
を
属
せ
ん
と
す
る
に
、
一
も
生
ず
る
所
無
し
。
道
の
三
塗
、

身
の
五
障
、
誠
に
哀
れ
む
べ
し
。
是
故
に
我
今
唯
一
心
を
発
し
、
三

宝
に
帰
依
す
。（
中
略
）
奉
行
耳
に
盈
て
る
は
、
常
楽
我
浄
に
非
ざ

る
は
無
し
。
随
喜
心
に
欣
ぶ
は
、
皆
是
れ
菩
提
薩
埵（
８
）」

と
述
べ
ら
れ

る
。
子
が
い
な
い
願
主
の
女
性
は
、
自
ら
の
「
後
事
」
を
た
の
む
術

が
な
く
、
そ
の
こ
と
を
「
道
の
三
塗
、
身
の
五
障
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
身
の
上
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
菩
提
心
を
生
じ
仏

へ
の
帰
依
を
誓
い
自
ら
の
成
仏
を
願
わ
れ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
成
仏

だ
け
で
は
な
く
、
仏
事
に
参
集
し
『
法
華
経
』
の
講
読
を
見
聞
し
た

人
々
の
成
仏
も
願
わ
れ
る
な
ど
利
他
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。

　

寛
和
元
年
（
九
八
五
）「
大
納
言
藤
原
卿
息
女
女
御
の
為
の
四
十

九
日
の
願
文
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
四
）
は
、
花
山
天
皇
女
御
藤

原
為
光
女
の
四
十
九
日
追
善
法
要
の
た
め
に
父
為
光
を
願
主
に
し
て

作
成
さ
れ
た
。
願
文
は
娘
の
死
を
悲
し
む
父
親
の
気
持
ち
を
吐
露
す

る
と
と
も
に
、
娘
の
後
世
に
つ
い
て
「
生
ず
る
所
の
功
徳
、
累
業
を
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銷
滅
せ
ん
。
努
力
人
中
の
雲
雨
と
な
る
こ
と
莫
れ
、
自
愛
し
て
天
上

の
快
楽
を
受
け
ざ
れ
。
又
其
れ
此
の
五
障
を
奈
何
せ
ん
と
欲
す
、
其

れ
彼
の
五
衰
を
奈
何
せ
ん
と
欲
す
。
弟
子
早
く
幽
霊
を
引
き
、
偏
に

極
楽
に
在
ら
し
め
ん
。
弥
陀
尊
の
蓮
台
を
設
く
る
や
。
上
品
を
望
み
、

又
下
品
を
仰
ぐ
。
法
華
経
の
仏
果
を
説
く
や
、
我
が
女
を
し
て
龍
女

に
異
な
ら
ざ
し
め
ん
。
彼
は
即
身
な
り
是
は
後
身
な
り（
９
）」

と
述
べ
て

い
る
。
娘
の
死
後
が
「
人
中
の
雲
雨
」（
人
道
）
や
「
天
上
の
快
楽
」

（
天
道
）
に
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
願
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
「
五
衰
」「
五
障
」
が
と
も
な
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

『
法
華
経
』
に
目
を
通
し
た
と
こ
ろ
、
娘
と
龍
女
が
同
じ
即
身
成
仏

を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
五
障
」
は
「
人
中
の
雲
雨
」
と
対
句
で
あ
る
か
ら
人
道
に
生
じ
た

者
が
も
つ
煩
悩
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
願
文

の
中
心
は
、
死
者
が
人
道
か
天
道
か
に
転
生
す
る
か
と
案
じ
て
い
た

考
え
が
龍
女
の
即
身
成
仏
に
よ
っ
て
誤
っ
た
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
か
さ
れ
る
。

　

十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
に
入
る
と
女
性
願
主
の
願
文
の
中
に
、

積
極
的
に
五
障
の
身
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
願
文
が
多
く
作
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）「
女
弟
子
某
氏
敬
白
」（『
江
都
督
納
言

願
文
集
』
巻
五
）
に
は
、「
伏
し
て
惟
れ
ば
厭
う
べ
き
は
三
界
の
身

な
り
。
求
む
べ
き
は
一
実
の
道
な
り
。（
中
略
）
弟
子
五
障
の
雲
恨

を
遺
す
。
七
旬
の
雪
頭
に
満
て
り）
11
（

。」
と
記
さ
れ
る
。「
五
障
の
雲
」

と
い
う
言
葉
は
、
空
海
の
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
開
題
』
の
な
か

で
煩
悩
の
こ
と
を
「
五
障
の
雲
」
と
表
す
な
ど
成
仏
へ
の
妨
げ
と
い

う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）「
讃
岐
前
司
室
家
の
多
宝
塔
」（『
江
都

督
納
言
願
文
集
』
巻
五
）
は
、「
側
に
聞
く
、
止
観
の
羽
翼
を
刷
ひ
、

真
如
の
虚
空
に
至
る
こ
と
は
、
雁
塔
の
力
に
若
か
ず
。
五
障
の
暁
雲

を
破
り
、
三
惑
の
暗
夜
を
照
ら
す
こ
と
は
、
月
輪
の
光
に
過
ぎ
た
る

は
な
し
。」
と
、「
止
観
」
法
を
成
就
す
る
前
提
と
し
て
「
五
障
の
暁

雲
」「
三
惑
の
暗
夜
」
を
除
去
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）「
顕
季
卿
室
の
千
日
講
の
結
願
の
願
文
」

（『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
五
）
は
、『
法
華
経
』『
阿
弥
陀
経
』
の

書
写
を
願
主
自
ら
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
婦
女
の
堪
え
ざ
る
の
性

を
以
て
、
究
竟
難
解
の
文
を
書
す
。」
と
女
性
に
と
っ
て
は
大
変
な

作
業
に
な
る
の
だ
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
れ
は
何
の
為
に
行
っ
た
の
か

に
つ
い
て
、「
夫
れ
化
他
の
道
還
り
て
我
に
資
す
。
自
業
の
果
将
に

誰
に
属
せ
ん
と
す
。
一
切
衆
生
の
貪
愛
を
除
い
て
、
我
秋
胡
陰
氏
の

廉
潔
を
得
ん
。
一
切
衆
生
の
瞋
恚
を
除
い
て
、
我
荘
姜
嫄
大
任
の
慈
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忍
を
得
ん
。
一
切
衆
生
の
愚
痴
を
罷
め
て
、
我
龍
女
釈
女
の
智
恵
を

得
ん
。
一
切
衆
生
の
輪
廻
を
罷
め
て
、
我
妙
覚
等
覚
の
極
位
を
得
ん
。

（
中
略
）
弟
子
五
障
の
雲
重
し
と
雖
も
、
証
入
を
無
垢
界
の
正
覚
に

望
む
。
三
業
の
塵
深
し
と
雖
も
、
払
拭
を
有
頂
天
の
成
道
に
期
す
。」

と
述
べ
る
。
経
典
書
写
が
「
一
切
衆
生
」
の
「
貪
愛
・
瞋
恚
・
愚

痴
」
の
三
毒
を
除
去
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
衆
生
が
「
輪

廻
」
を
脱
し
「
龍
女
釈
女
の
智
恵
」
と
い
っ
た
悟
り
を
得
る
こ
と
に

な
る
と
す
る
。
願
主
自
ら
は
「
五
障
の
雲
」「
三
業
の
塵
」
を
負
っ

た
身
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
場
合
、
五
障
は
三
業
と
対
句
に
な
っ

て
お
り
そ
れ
ぞ
れ
雲
と
塵
と
い
う
言
葉
で
示
す
意
味
が
煩
悩
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
こ
そ
「
無
垢
界
の
正
覚
」

「
有
頂
天
の
成
道
」
に
つ
な
が
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
で
も
五
障
は
煩
悩
と
い
う
意
味
で
願
文
に
記
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
元
九
二
年
（
一
二
〇
五
）「
逆
修
功
徳
の
願
文
」（『
本

朝
文
集
』
巻
第
六
十
四
）
は
、
浄
意
と
い
う
女
性
が
出
家
の
決
意
を

固
め
念
仏
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、「
順
次
往
生
」
の
た
め

に
阿
弥
陀
如
来
像
が
造
像
さ
れ
浄
土
三
部
経
を
書
写
す
る
こ
と
を
誓

う
亡
い
よ
う
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
彼
の
末
法
万
年
の
利

益
は
、
弥
陀
一
教
の
功
能
な
り
。
我
若
し
此
の
教
え
の
流
布
に
遇
は

ず
ば
、
豈
に
偏
増
の
益
を
蒙
ら
ん
や
。
極
楽
教
主
の
悲
願
甚
だ
深
し
、

袂
を
反
し
て
自
ら
勝
へ
ず
。
善
知
識
の
方
便
尤
も
苦
し
、
心
に
銘
じ

て
暫
く
忘
れ
ん
。（
中
略
）
仰
ぎ
願
は
く
は
世
尊
哀
愍
納
受
し
た
ま

へ
。
然
れ
ば
則
ち
五
障
の
雲
晴
れ
、
光
明
無
量
の
月
常
に
照
ら
す
。

六
根
の
露
潔
し
、
来
迎
引
摂
の
蓮
遂
□
）
11
（

。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
造
像

や
経
典
書
写
な
ど
の
仏
教
的
作
善
に
よ
っ
て
「
五
障
の
雲
」
が
滅
し

「
光
明
無
量
の
月
」
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
「
光
明
引
摂
」
に
よ
る

救
済
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
五
障
」

は
「
雲
」
と
い
う
文
言
が
意
味
す
る
よ
う
に
極
楽
浄
土
往
生
へ
の
妨

げ
と
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
念
仏
を
は
じ
め
と
し
た

仏
教
的
作
善
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
煩
悩
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て

い
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
五
障
は
煩
悩
の
意
味
を
有
し
て
い
た
。
な
ぜ
女

性
た
ち
を
中
心
に
五
障
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
真
理
の
完
成
者
で
あ
る
仏
に
対
し
て
、
自
ら
の
未
完
成
な
存
在

（
煩
悩
を
有
す
る
存
在
）
で
あ
る
こ
と
を
懺
悔
す
る
た
め
の
言
葉
と

し
て
適
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
五
障
を
引
用

す
る
こ
と
で
提
婆
達
多
品
の
龍
女
成
仏
を
想
起
さ
せ
る
意
味
も
あ
っ

た
。
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と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
五
障
に
は
新
た
な
意
味
が
付
与

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
女
性
が
な
れ
な
い
五
つ
の
位
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ
た
か
も
女
性
蔑
視
的
な
意
味
を
有
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
五
障
の

意
味
の
転
換
が
仏
や
経
典
が
も
つ
衆
生
救
済
の
働
き
に
注
目
が
集
ま

る
鎌
倉
時
代
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
阿
弥
陀

如
来
の
誓
願
の
働
き
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の

願
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
煩
悩
の
身
を
懺
悔
し
自
他
の
悟
り
を
目
指

す
と
い
う
「
私
は
仏
に
何
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
衆
生
側
の
働
き
か

け
よ
り
も
、「
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
は
何
か
」
と
い
う
仏
か
ら
衆
生

へ
の
働
き
か
け
が
大
き
な
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥

陀
如
来
の
本
願
に
よ
る
往
生
し
か
救
い
は
な
い
と
い
う
教
え
が
広
く

受
容
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
自
ら
の
働
き
か
け
だ
け
で
は
救
わ
れ
な

い
と
い
う
根
拠
を
、
提
婆
達
多
品
な
ど
の
経
典
や
論
か
ら
引
用
し
、

諸
仏
に
見
捨
て
ら
れ
た
女
性
だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
如
来
が
救
済
す
る

の
だ
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
逆
転
の
発
想
で
五
障
と
い

う
文
言
が
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
阿
弥
陀

如
来
に
よ
る
新
た
な
救
済
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
、
当

時
の
社
会
や
人
々
の
間
に
受
容
さ
れ
る
上
で
必
要
な
転
換
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
中
心
に
女
性
の
成
仏
や
往
生
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

１　

笠
原
一
男
『
女
人
往
生
思
想
の
系
譜
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）、

岩
本
裕
『
仏
教
と
女
性
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
〇
年
）、
平
雅
行
『
日
本

中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）。

２　

大
正
蔵
第
二
巻
・
一
八
九
頁
下
段
。

３　

大
正
蔵
第
十
一
巻
・
十
六
頁
上
段
。

４　

坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
下
（
岩
波
文
庫
）

５　

植
木
正
俊
『
仏
教
の
な
か
の
男
女
観
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

６　

大
正
蔵
第
三
十
三
巻
・
七
三
四
頁
中
段
。

７　

大
正
蔵
第
三
十
三
巻
・
八
一
九
頁
上
段
。

８　

菅
家
文
草
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）。

９　
『
本
朝
文
粋
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）。

11　

六
地
蔵
寺
本
叢
刊
第
三
巻
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』（
汲
古
書
院
、
一
九

八
四
年
）。

11　
『
本
朝
文
集
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）。
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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
日
本
中
世
に
関
す
る
研

究
で
は
、
師
法
然
に
つ
い
て
は
鎌
倉
期
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
に
あ
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が）

1
（

、
聖
光
を
含
む
そ
の

門
弟
世
代
の
人
師
に
関
し
て
は
親
鸞
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ

な
い
ま
ま
、
と
る
に
足
ら
な
い
存
在
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
聖
光
の
活
動
が
当
時
の
社
会
で
ど
の
よ
う
な

位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
た
め
、
ま
ず
は
聖
光
が
活
躍
し
た
九

州
北
部
の
社
会
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
九
州
北
部
の
仏

教
を
中
心
と
す
る
社
会
状
況
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の

検
討
で
は
、
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
大
宰
府
の
影
響
下
に
あ
る
安
楽
寺
、

観
世
音
寺
、
宇
佐
弥
勒
寺
と
い
っ
た
組
織
や
、
大
宰
府
に
関
係
す
る

も
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
高
良
社
、
油
山
な
ど
の
寺
社
が
そ

れ
ぞ
れ
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
し
か
し
な
が

ら
叡
山
の
影
響
は
少
な
い
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き

た
）
（
（

。
本
稿
で
は
社
会
的
に
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
九
州
北
部
に

お
い
て
、
仏
教
の
儀
礼
や
思
想
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
、
聖
光
の
活
動
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
か
を
論
じ
た
い
と
思
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
本

稿
に
お
い
て
は
聖
光
の
著
作
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
思
想

に
つ
い
て
、
九
州
北
部
の
状
況
を
伝
え
る
他
の
史
料
に
も
見
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
た
い
と
思
う
。

聖
光
在
世
時
に
お
け
る
九
州
北
部
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

―
歴
史
史
料
を
中
心
に
―

郡　

嶋　

昭　

示
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二
、
聖
光
の
著
作
に
み
ら
れ
る
当
時
の
仏
教

〈
浄
土
経
典
読
誦
に
否
定
的
な
説
〉

　
『
浄
土
宗
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
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
浄
土
三
部
経
の
読
誦
を
助
業
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
般
若
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
往
生
の
助
業
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
説
明
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
『
般
若
経
』
と
い
う
経
典
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、『
般
若
経
』
に
重
き
を
置
く
思
想
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。『
般
若
経
』
の
読
誦
と
は
、
六
〇
〇
巻
と
言
わ

れ
た
膨
大
な
量
の
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
で
、
こ
と
さ
ら
功
徳
が
大

き
い
と
い
う
主
張
は
広
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
続
く
次
の
問
答
で
は
、
浄
土
経
典
以
外
に
も
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
を
説
く
経
典
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
経
典
の
読
誦
は
助
業
に
は

な
ら
な
い
の
か
と
い
う
主
張
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は

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
テ
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
ノ
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
ト一
也
。	

（
浄
全
一
〇
・
三
九
八
頁
上
）

と
い
う
説
で
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
説
く
経
典
の
例
と
し
て
『
法
華

経
』（「
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
が
、
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
と
『
薬
師
経
』
に
重
き
を
置
く
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思
想
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
関
す

る
説
示
が
あ
る
と
い
う
聖
光
の
指
摘
と
も
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
連
の
問
答
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
読
誦

の
功
徳
に
関
わ
る
指
摘
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
般
若
経
』
と
、
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
が
説
か
れ
る
と
い
う
指
摘
の
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

『
法
華
経
』
と
『
薬
師
経
』
で
あ
り
、
目
的
が
往
生
浄
土
と
い
う
こ

と
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
浄
土
経
典
に
重
き
を
置
く
思
想
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
批
判
を
す
る
人
師
が
い
て
も
不
自
然
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈『
法
華
経
』
や
真
言
こ
そ
尊
い
と
い
う
説
〉

　

こ
の
よ
う
に
浄
土
経
典
以
外
の
経
典
こ
そ
尊
い
と
い
う
説
は
他
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
念
仏
名
義
集
』
に
は
称
名
念
仏
行
は
他

の
仏
教
思
想
に
対
し
て
劣
っ
た
教
説
で
あ
る
と
説
く
者
の
説
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、

或
人
此
念
仏
ヲ
悪
ミ
テ
申
ス
様
ハ
、
何
ソ
必
シ
モ
阿
弥
陀
仏
ノ

名
ヲ
奉
レ
唱
ノ
ミ
、
万
ヅ
ノ
功
徳
善
根
ノ
中
ニ
取
分
テ
、
普
ク

平
等
ノ
功
徳
ト
ハ
云
ソ
ヤ
。
異
ナ
ル
仏
又
余
ノ
功
徳
ヲ
モ
正
業

ト
立
ヨ
カ
シ
。
南
無
薬
師
、
南
無
地
蔵
等
此
等
ノ
仏
菩
薩
ノ
御

名
ヲ
奉
唱
モ
、
普
ク
平
等
ナ
ル
正
業
ト
可
云
。
然
ル
ヲ
何
ガ
故

ゾ
只
阿
弥
陀
仏
ノ
名
ヲ
奉
唱
ノ
ミ
往
生
極
楽
ノ
正
行
ト
云
哉
。

（
浄
全
一
〇
・
三
六
四
上
）

と
い
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
名
の
み
を
唱
え
る
こ
と
に
対
し
て
懐
疑
的

な
者
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
南
無
薬
師
」「
南
無
地
蔵
」

と
い
っ
た
仏
菩
薩
の
名
を
称
え
る
こ
と
も
等
し
く
尊
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
説
が
見
え
る
が
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
称
名
の
行
が
一
般
で

あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
に
し
ろ
、
薬
師
如
来
や
地
蔵
菩
薩
に

対
す
る
信
仰
が
比
較
的
強
い
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ

ら
に
こ
れ
に
続
い
て
、

或
人
念
仏
ヲ
難
ジ
侍
ル
様
ハ
、
抑
我
此
法
花
経
並
ニ
真
言
コ
ソ

忝
ク
御
座
、
甚
深
上
乗
ノ
御
法
也
。
念
仏
ハ
云
ニ
無
キ二
甲
斐
一
愚

鈍
、
無
智
ノ
尼
入
道
ノ
徒
者
ノ
サ
テ
シ
モ
有
ン
ヅ
ル
カ
ト
テ

責
テ
ノ

事
ニ
仏
法
ニ
令
結
縁
ト
テ
佗
言
ニ
ス
ル
事
ニ
テ
コ
ソ
ア

レ
ト
。
去
レ
バ
法
花
経
ハ
勝
レ
タ
リ
真
言
ハ
増
リ
念
仏
ハ
劣
リ

タ
リ
ト
思
ヘ
ル
也
。
此
難
如
何
。	

（
浄
全
一
〇
・
三
六
七
上
）

と
い
う
説
示
が
あ
り
、
こ
の
部
分
か
ら
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え

る
称
名
念
仏
は
「
言
う
に
甲
斐
な
き
愚
鈍
無
智
の
尼
入
道
の
と
も
が

ら
者
」
の
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
『
法
華
経
』
の
思
想
や

真
言
こ
そ
が
奥
深
く
位
の
高
い
尊
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
説
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
の
『
般
若
経
』
読
誦
の
功
徳
や

『
法
華
経
』、『
薬
師
経
』
の
説
示
を
指
摘
す
る
主
張
の
よ
う
に
具
体
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的
に
『
法
華
経
』
と
い
う
経
典
名
と
真
言
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

が
、「
或
人
」
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
ま
た
内
容
も
称
名
念
仏
行

を
批
判
し
、『
法
華
経
』
と
真
言
こ
そ
が
尊
い
と
い
う
限
定
的
な
主

張
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
人
師
が
い
た
と

い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

〈
秘
密
の
教
え
や
論
義
の
中
に
こ
そ
尊
い
教
え
が
あ
る
と
い
う
説
〉

　

ま
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
文
献
に
『
念
仏
往
生
修
行
門
』

（
以
下
『
修
行
門
』）
が
あ
る
。
こ
の
文
献
は
長
き
に
わ
た
り
『
法
然

上
人
行
状
絵
図
』
逸
文
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
た
文
献
で
あ
る
が
、
こ

の
た
び
京
都
の
陽
明
文
庫
か
ら
発
見
さ
れ）

（
（

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
が
、

読
解
が
難
し
い
け
れ
ど
も
他
の
仏
教
を
取
り
上
げ
た
説
示
が
見
ら
れ

る
。

　
『
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
」
こ
そ

尊
い
と
い
う
説
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（

仏

）

と
け
は
こ
れ

ら
の
人
を
か
き（
嫌
い
）

ら
い
い
つ
れ
の
物
を
か
き（

嫌

い

給

え

る

）

ら
い
た
ま
へ
る
、

た
ヽ
十（

十

方

衆

生

）

は
う
し
ゆ
し
や
う
を
し
つ
か
は
ね（

念

仏

）

ん
ふ
つ
を
し（

信

じ

て

ん
し
て

こ極

楽

へ

く
ら
く
へ
ま参

れ

）

い
れ
と
仰
ら
れ
た
る
に
、
た（
誰
か
）

れ
か
は
十（
十
方
）万よ

り

ほ
か
の
人
ま
て
き（

嫌

い

隔

て

た

る

）

ら
い
へ
た
て
た
る
へ
き
や
。
さ
せ
る
人
に

か（

隠

す
く
す
な
等

と
い言
う
）ふ

事
は
し（

真

言

）

ん
こ
ん
と
申
ほ（

法

門

）

う
も
ん
こ
そ

み（

密

教

）

つ
け
う
な
と
申
め
れ
。
又
ろ（
論
義
）

ん
き
の
中
に
こ
そ
め
て
た
き

ひ（
秘
義
）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（
善
導
）

ん
道
の
御

す
ヽ
め
の
ね（

念

仏

）

ん
ふ
つ
を
申
を
こ
そ
人
を
き（

嫌

わ

ず

ら
は
す
お教

え
し
え
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た給

え

る

）

ま
へ
る
こ
と
な
れ
。	

（
一
〇
丁
裏
）

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
が
、
真
言
の
法
門
（
真
言
宗
か
）
こ
そ
秘
密
に
伝

わ
る
尊
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
、
ま
た
論
義
の
中
に
こ
そ

尊
い
秘
義
が
あ
る
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
対
し
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
と
論
義
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
。
こ
こ
で
聖
光
が
取
り
上
げ
た
「
論

義
」
だ
が
、
同
じ
『
修
行
門
』
の
中
に

こ
の
小（
小
僧
）

そ
う
へ（
弁
阿
）

ん
あ
は
、
そ
の
か
み
て（
天
台
）

ん
大
の
お（
教
え
）

し
へ
を

な（
習
い
）

ら
ひ
、
ろ（

論

議

文

）

ん
き
も
ん
に
か
た
と
り
て
ふ（

仏

法

）

つ
ほ
う
を
い
と
な
み

あ（
明
か
し
か
し
く暮
ら
し
）

ら
し
侍
り
し
ほ
と
に

と
あ
り
、
聖
光
が
も
と
天
台
の
教
え
を
学
ん
で
い
た
際
に
論
義
文
に

よ
っ
て
天
台
の
教
え
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
論
義

と
は
、
法
会
な
ど
で
行
わ
れ
る
問
答
で
、
こ
こ
で
聖
光
が
「
論
義
の

中
に
こ
そ
め
で
た
き
秘
義
」
と
指
摘
す
る
論
義
が
天
台
の
も
の
に
限

ら
れ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
当
時
、
三
会
、
三
講
等
と
い
う

大
々
的
な
法
会
で
も
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で）

4
（

、
多
く
の
寺
院
で
盛
ん

だ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
秘
密
の
う
ち
に
伝

わ
る
教
説
や
、
問
答
に
よ
っ
て
学
問
を
研
鑽
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た

法
門
こ
そ
尊
い
と
す
る
説
で
、
尊
い
教
え
は
真
言
を
は
じ
め
学
問
を

研
鑽
し
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
教
え
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る）

5
（

。

三
、
資
史
料
に
見
ら
れ
る
九
州
北
部
に
お
け
る
当
時
の
仏
教

　

以
上
聖
光
の
著
作
を
中
心
に
、
聖
光
当
時
流
布
し
て
い
た
仏
教
思

想
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
整
理
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

整
理
で
浮
か
び
上
が
っ
た
仏
教
思
想
は
、
当
時
の
九
州
の
状
況
を
物

語
る
歴
史
資
料
の
上
で
も
同
様
に
み
ら
れ
る
の
か
、『
般
若
経
』
読

誦
の
功
徳
と
『
法
華
経
』
を
例
に
指
摘
し
た
思
想
と
、「
論
義
の
中

に
お
け
る
秘
儀
」
と
す
る
思
想
に
つ
い
て
若
干
資
史
料
が
見
つ
か
っ

た
の
で
紹
介
し
た
い
。

〈
高
良
社
に
お
け
る
大
般
若
転
読
会
〉

　

ま
ず
、『
般
若
経
』
読
誦
の
功
徳
に
言
及
し
た
思
想
に
つ
い
て
、

聖
光
が
比
叡
山
で
就
学
し
て
い
た
時
期
の
史
料
と
し
て
、
文
治
四
年

（
一
一
八
八
年
）
の
日
付
を
持
つ
『
高
良
山
施
入
帳
』
の
記
事
を
指
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摘
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、

　
　

施
入

大
般
若
経
一
部
六
百
巻
（
黄
紙
、
朱
軸
、
香
表
紙
）

　

奉
納
螺
細
厨
子
一
脚
（
在
金
銅
々
子
鎰
）

　

奉
納
絵
三
面
扇
菩
薩
像

　
　
　
　

二
体
三
蔵
等
影
六
体

件
施
入
趣
者
、
当
社
大
自
（
本
カ
）
安
経
、
去
治
承
之
比
、
依

天
下
逆
乱
自
然
散
失
、
後
適
所
有
経
等
破
損
、
或
不
具
、
旁
有

悩
于
転
読
、
仍
為
宛
長
日
之
転
読
、
永
安
置
于
宝
前
、
更
不
可

（
出
脱
カ
）
社
壇
之
外
矣
。

　
　
（
中
略
）

　
　

文
治
四
年
（
歳
次
戊
申
）
七
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
仏
子
権
僧
正
法
印
大
和
尚
位

（『
久
留
米
市
史
』
第
七
巻
、
四
六
九
頁
～
四
七
一
頁
）

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
聖
光
が
法
然
の
も
と
か
ら
九
州
に
戻
り
、
初

め
に
別
時
念
仏
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
高
良
山
麓
厨
寺
が
あ
る
地
域
の

領
主
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
高
良
社
に
「
大
般
若
経
一
部
六
百
巻
」
が

施
入
さ
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
そ
の
体
裁
は
朱
軸
を
具
え
る
な

ど
立
派
な
体
裁
で
あ
り
、
さ
ら
に
施
入
の
目
的
が
転
読
の
要
請
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
聖
光
が
法
然
の
も

と
か
ら
九
州
に
戻
り
、
高
良
山
麓
厨
寺
で
別
時
念
仏
を
し
た
と
い
う

承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
の
翌
年
に
あ
た
る
承
元
二
年
（
一
二
〇
八

年
）
の
記
事
で
あ
る
『
鷹
尾
社
五
節
句
瓶
子
配
分
差
定
等
写
』
に
は
、

注
進　

承
元
二
年
惣
勘
文

　

神
立
用

高
良
上
宮
大
般
若
供
米

　

六
石
九
斗
（
加
洗
米
定
）　　

一
部
供
米　

七
斗
上
分
米

（『
久
留
米
市
史
』
第
七
巻
、
四
七
四
頁
）

と
あ
り
、
大
般
若
会
に
対
し
て
米
が
寄
進
さ
れ
た
と
あ
っ
て
、
恐
ら

く
は
転
読
会
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
高
良
宮
に
大
般

若
供
米
が
供
え
ら
れ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
ま
さ
に
聖
光
が
活
動
し

て
い
た
時
期
に
そ
の
地
域
で
確
か
に
大
般
若
の
読
誦
が
そ
の
功
徳
を

願
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〈『
法
華
経
』
信
仰
と
論
義
の
流
布
〉

　

次
に
『
法
華
経
』
に
重
き
を
置
く
思
想
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
地

域
か
ら
多
数
発
掘
さ
れ
て
い
る
経
塚
に
収
め
ら
れ
て
い
た
経
典
か
ら
、

『
法
華
経
』
に
重
き
を
置
く
仏
教
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
。

　

関
秀
夫
氏
の
研
究
）
（
（

に
よ
る
と
、
九
州
北
部
に
は
古
代
か
ら
中
世
に

か
け
て
の
経
塚
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
修
験
の
山
で
知

ら
れ
る
英
彦
山
、
求
菩
提
山
、
四
王
寺
山
、
背
振
山
な
ど
か
ら
も
発
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掘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
の
も
の
は
こ
の
九
州
北
部
の
地

域
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
発
掘
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
経
塚
に
収
め

ら
れ
て
い
る
遺
物
は
多
く
の
経
塚
に
共
通
し
て
『
法
華
経
』
の
写
経

紙
で
あ
る
と
い
う
。
発
掘
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
原
型
を
と
ど
め
な

い
も
の
が
多
く
、
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
は
非
常
に
す
く
な
い
と

い
う
が
、
確
認
で
き
る
も
の
の
多
く
は
『
法
華
経
』
と
『
無
量
義

経
』、『
観
普
賢
経
』
だ
と
い
う
。
若
干
の
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の

で
九
州
北
部
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

福
岡
県
浮
羽
郡
石
垣
観
音
寺　

天
永
三
（
一
一
一
二
）　

妙
法
蓮
華
経

八
巻

福
岡
県
北
九
州
市
守
恒　

永
久
六
（
一
一
一
八
）　

妙
法
蓮
華
経
残
欠

福
岡
県
糟
屋
郡
四
王
寺　

元
永
元
（
一
一
一
八
）　

墨
書
経

福
岡
県
鞍
手
郡
山
口　

保
元
二
（
一
一
五
七
）　

墨
書
経

福
岡
県
北
九
州
市
蒲
生　

永
久
六
（
一
一
一
八
）　

八
巻
分
残
欠

福
岡
県
甘
木
市
楢
原　

大
治
元
（
一
一
二
六
）　
『
妙
法
蓮
華
経
』
と

『
無
量
義
経
』、『
観
普
賢
経
』

　
　
　

※
関
秀
夫
氏
『
経
塚
の
諸
相
と
そ
の
展
開
』
一
六
四
頁
の
整
理
よ
り
抜
粋

内
容
ま
で
は
判
明
し
な
い
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
以
外
は
み
な
『
法

華
経
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
見
て
も
当
地
域
に
お
け
る
経
塚

の
主
流
は
『
法
華
経
』
を
納
入
す
る
こ
と
で
、『
法
華
経
』
の
信
仰

が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
、
聖
光
在
世
時
の
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
年
）、
大
宰
府
安

楽
寺
で
は
「
一
夏
九
旬
の
法
華
講
」
な
る
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
。『
大
宰
府
神
社
文
書
』「
天
満
宮
安
楽
寺
草
創
日
記
」
に
は
、

廟
院
一
夏
九
旬

法
華
結
衆
三
十
人
、
建
永
元
年
自
四
月
十
四
日
至
七
月
十
三

日
、
供
料
寄
進
、
薩
摩
国
鹿
児
島
所
当
二
十
六
斛
、
是
者
刑

部
卿
敦
高
卿
御
時
、
得
鹿
児
島
之
寄
進
、
始
被
寄
年
貢
内
於

夏
供
米
、
昔
者
浄
円
検
勧
供
僧
等
、
一
向
被
致
無
垢
之
供
花
、

（『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
巻
七
、
二
九
一
頁
）

と
あ
り
、『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
史
料
』
の
見
出
し
に
は
「
四

月
十
四
日
（
乙
丑
）、
安
楽
寺
に
、
一
夏
九
旬
の
法
華
講
を
行
い
…
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
安
楽
寺
に
て
夏
安
居
に
当
た
る
期
間
に

「
法
華
講
」
と
い
う
「
講
」
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
講
」
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、『
法

華
経
』
信
仰
に
根
付
い
た
講
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
講
に
対
し
て
鹿
児
島
か
ら
の
二
十
六
石
の
供
米
が
あ

っ
た
と
あ
り
、
講
の
規
模
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

〈「
論
義
」
の
開
講
〉
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こ
の
よ
う
に
大
々
的
に
行
わ
れ
た
法
華
講
と
は
、
恐
ら
く
先
の
論

義
の
講
会
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
良

社
で
の
講
会
に
関
す
る
記
載
の
あ
る
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
年
）

成
立
と
さ
れ
る
『
高
良
十
講
会
縁
起
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

高
良
十
講
会
縁
起

当
国
一
霊
山
、
名
曰
高
良
、
以
高
良
名
山
称
、
盖
有
以
也
、
山

有
権
現
、
是
古
仏
垂
跡
乎
、
府
国
致
誠
、
効
験
掲
焉
矣
、
敦
頼

為
宰
吏
、
敬
之
如
在
、
偏
設
礼
奠
、
不
如
神
之
素
意
、
仍
従
今

年
三
月
十
五
日
、
限
以
未
来
際
、
設
五
日
十
座
之
講
、
然
講
法

華
経
之
次
、
毎
座
欲
加
講
諸
大
乗
経
、
奉
書
妙
法
蓮
花
経
一
部
、

開
結
二
経
、
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
、
般
若
理
趣
経
、
心
経
、
各
一

巻
、
仁
王
経
一
部
二
巻
、
金
光
明
経
一
部
四
巻
、
永
安
置
山
、

以
宛
講
演
、
奉
賁
両
宮
権
現
、
九
王
子
、
及
一
切
神
祇
冥
道
等

也
、
但
選
定
十
口
僧
侶
、
互
為
講
師
問
者
之
勤
、
山
僧
有
修
学

之
志
、
令
学
仏
教
門
、
欲
令
法
住
世
也
、

（『
久
留
米
市
史
』
第
七
巻
、
一
九
頁
）

こ
れ
に
よ
る
と
高
良
山
に
お
い
て
「
高
良
十
講
」
と
い
う
法
会
が
行

わ
れ
て
お
り
、
五
日
に
わ
た
っ
て
十
座
の
「
講
」
が
あ
る
の
だ
と
い

う
。
そ
の
一
講
目
は
『
法
華
経
』
に
関
す
る
も
の
で
、
内
容
は
講
師

と
問
者
が
い
て
互
い
に
こ
れ
を
勤
め
る
と
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
は
講

師
と
問
者
が
問
答
を
繰
り
返
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
安
楽
寺
に

お
け
る
「
法
華
結
集
」
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
聖
光
が
『
修
行
門
』
で
取
り

上
げ
て
意
識
し
て
い
た
「
論
義
」
は
こ
の
よ
う
に
安
楽
寺
や
高
良
山

で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、

長
保
六
年
（
一
〇
〇
四
）
年
に
大
宰
府
が
太
宰
府
観
世
音
寺
に
当
て

た
『
大
宰
府
牒
案
』
に
よ
る
と
、

　
　

府
牒　

観
世
音
寺

　
　
　

□
□
三
月
八
日
以
後
五
箇
日
毎
年
勤
修
最
勝
会
事

□
牒
、
中
納
言
兼
帥
平
卿
宣
、
維
摩
詰
浄
名
、
是
往
古
哲
人
住

世
聖
者
也
、
智
慧
明
了
、
廣
慶
衆
生
、
釈
尊
称
嘆
其
智
永
、
文

殊
闡
提
其
言
泉
、
古
往
今
来
、
莫
不
蒙
利
益
矣
、
公
家
依
斯
尊

仰
、
即
於
南
京
興
福
寺
、
修
件
維
摩
会
…
中
略
…
爰
公
家
以
毎

年
正
月
上
旬
於
八
省
大
極
殿
、
被
修
御
斉
会
、
同
以
毎
年
三
月

於
南
京
薬
師
寺
被
修
最
勝
会
、
会
号
雖
異
意
趣
是
同
、
購
読
経

王
皆
是
最
勝
妙
典
也
、
抑
静
検
案
内
、
当
府
是
悉
同
朝
廷
、
名

忝
祖
外
朝
京
洛
、
雑
事
之
中
、
鎮
護
国
家
之
願
移
修
当
府
有
何

誹
謗
乎
、
仍
始
莅
当
境
之
時
、
深
企
興
復
之
志
、
以
此
三
会
修

件
等
処
、
自
爾
以
降
年
穀
豊
饒
、
桑
麻
鋪
芬
、
病
患
不
発
、
恠

異
無
聞
…
中
略
…
毎
年
令
勤
修
、
官
人
検
校
、
勿
令
疎
略
、
願
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以
会
遥
伝
不
朽
、
至
于
未
来
際
、
期
弥
勒
出
世
者
、
牒
送
如
件
、

寺
悉
之
状
、
依
件
令
修
、
故
牒
、

　
　

長
保
六
年
十
一
月
十
九
日　

少
典
日
下
部
在
判

少
弐
兼
肥
後
守
平
朝
臣
在
判

（『
新
熊
本
市
史
』
史
料
編
第
二
巻　

八
〇
頁
・
平
安
遺
文
四
三
五
号
）

と
あ
り
、
当
時
の
講
会
を
代
表
す
る
南
都
の
三
会
に
な
ぞ
ら
え
て
観

世
音
寺
に
て
最
勝
会
を
毎
年
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
も
と

め
が
承
諾
さ
れ
た
と
す
る
と
、
観
世
音
寺
に
て
ま
さ
に
「
論
議
」
の

代
表
格
で
あ
る
南
都
の
三
会
を
模
し
た
「
論
議
」
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
り
、
聖
光
が
活
躍
し
た
の
は
一
五
〇
年
ほ
ど
後
だ
が
、
伝

わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
記
事
か
ら
九
州
北
部
の
仏
教
の
状
況
に
つ
い
て
う
か
が
え

る
こ
と
は
、

①
時
を
同
じ
く
し
て
大
般
若
の
転
読
会
が
行
わ
れ
て
い
た
。

②
『
法
華
経
』
の
信
仰
が
深
く
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
。

③
「
論
義
」
の
講
会
が
観
世
音
寺
と
高
良
山
で
行
わ
れ
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
整
理
か
ら
推
察
す
る
と
、
中
世
初
頭
の
九
州
北
部
に
は

今
回
指
摘
し
た
よ
う
な
思
想
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
仏
教
思
想

が
広
ま
り
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
地
域
に
多
く
の
仏
教
思
想
が
広
ま
っ
て
い
た
例

は
全
国
的
に
見
て
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
る
と
、
九
州
北
部
は
他
の
仏
教
思
想
が
広

ま
る
こ
と
に
関
し
て
は
寛
容
的
で
あ
り
、
拒
絶
し
た
の
は
寺
領
に
関

す
る
こ
と
が
中
心
だ
っ
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

四
、
九
州
北
部
で
の
聖
光
の
活
動
の
位
置
と
は

　

以
上
、
聖
光
の
著
作
と
そ
の
他
当
時
の
歴
史
史
料
よ
り
、
当
時
の

仏
教
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
思
想
が

広
ま
る
地
域
で
の
聖
光
の
活
動
の
位
置
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た

の
か
を
考
え
て
ま
と
め
と
し
た
い
。
細
か
な
活
動
内
容
や
主
張
し
続

け
た
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
）
（
（

に
譲
る
が
、
ま
ず
、
聖
光

は
本
稿
の
整
理
で
分
か
る
よ
う
に
、『
般
若
経
』
や
『
法
華
経
』
を

は
じ
め
各
種
仏
教
諸
宗
の
思
想
が
広
ま
り
を
見
せ
、
ま
た
具
体
的
に

こ
の
よ
う
な
経
典
を
貴
ぶ
思
想
が
身
近
で
提
唱
さ
れ
て
い
た
地
域
に

お
い
て
法
然
浄
土
教
の
教
え
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
光
の
思

想
提
唱
の
一
目
的
と
し
て
、『
授
手
印
』
に
代
表
さ
れ
る
法
然
の
門

弟
と
名
乗
る
も
の
が
法
然
の
教
説
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い
こ
と
を

嘆
き
、
こ
れ
ら
の
思
想
に
対
し
て
正
し
い
法
然
の
教
え
を
主
張
す
る

と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
聖
光
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の
活
動
し
て
い
た
地
域
は
浄
土
教
に
限
ら
ず
、
古
く
か
ら
各
種
仏
教

思
想
が
広
ま
っ
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
提
唱
す
る

人
師
に
対
し
て
浄
土
教
を
伝
え
て
い
た
と
い
う
一
面
も
本
稿
で
明
ら

か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
聖
光
は
こ
れ
ら
の
人
師
の
主
張
に
対
応
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
聖
浄
兼
学
と
い
う

聖
光
が
修
め
て
き
た
学
問
姿
勢
の
特
色
を
自
ら
主
張
し
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
聖
光
の
著
作
に
は
天
台
の
教

説
を
例
に
し
た
主
張
や
、
浄
土
経
典
の
優
位
性
を
主
張
す
る
経
典
論
、

そ
し
て
称
名
念
仏
と
い
う
行
を
重
視
す
る
思
想
な
ど
が
幾
度
も
記
さ

れ
て
い
る
の
だ
が）

（
（

、
こ
う
し
た
聖
光
が
主
張
し
た
諸
思
想
は
、
本
稿

で
指
摘
し
た
よ
う
な
状
況
下
で
成
立
し
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
仏
教

組
織
の
思
想
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
然
か
ら
受
け
継
い
だ
浄

土
教
思
想
を
主
張
し
続
け
た
と
い
う
聖
光
の
新
た
な
一
面
が
垣
間
見

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１　

平
雅
行
氏
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
末

木
文
美
士
氏
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
―
思
想
史
の
立
場
か
ら
』（
法
藏
館
、
一

九
九
八
年
）
な
ど
。

２　

拙
稿
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
の
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
八
年
）、「
聖
光
の
事
跡
と
当
時
の

社
会
に
つ
い
て
―
天
福
寺
と
厨
寺
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀

要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

３　

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
４　

奈
良
の
南
京
三
会
（
興
福
寺
の
維
摩
会
、
薬
師
寺
の
最
勝
会
、
大
極
殿
の

御
朱
斎
会
）、
京
都
の
北
京
三
会
（
法
勝
寺
の
大
乗
会
、
円
宗
寺
の
法
華
会
、

最
勝
会
）、
三
講
（
法
勝
寺
御
八
講
、
宮
中
最
勝
講
、
仙
洞
最
勝
講
）
と
い

っ
た
法
会
や
東
大
寺
、
興
福
寺
、
延
暦
寺
、
高
野
山
大
伝
法
院
、
園
城
寺
等

の
寺
内
法
会
に
て
論
義
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
。
研
究
史
に
つ
い
て
は
箕

輪
顕
量
氏
「『
法
勝
寺
御
八
講
問
答
記
』
に
み
る
論
義
再
考
」（『
印
仏
研
』

六
一
―
二
、
二
〇
一
二
）
を
参
照
し
た
。
論
義
に
関
す
る
研
究
は
近
年
で
も

幾
度
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。

５　

こ
の
『
修
行
門
』
に
関
す
る
分
析
は
、
平
成
二
十
五
年
、
六
月
に
行
わ
れ

た
増
上
寺
布
教
師
会
総
会
研
修
会
に
お
け
る
善
裕
昭
先
生
の
ご
講
演
に
依
る

点
が
多
い
。
記
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

６　

関
秀
夫
氏
『
経
塚
の
諸
相
と
そ
の
展
開
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）

７　

聖
光
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
聖
光
の
事
跡
と
当
時
の
社
会
に
つ
い

て
―
油
山
、
善
導
寺
、
往
生
院
を
め
ぐ
っ
て
」（『
浄
土
学
』
第
四
九
輯
、
二

〇
一
二
年
）
な
ど
で
検
討
を
行
っ
た
。
思
想
に
つ
い
て
は
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
二

年
）、「
九
州
に
お
け
る
聖
光
の
活
動
に
つ
い
て
―
勧
進
と
門
弟
教
化
を
中
心

に
―
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
で
論
じ

た
。

８　

例
え
ば
『
西
宗
要
』
で
は
冒
頭
で
「
浄
土
三
部
経
事
」
と
し
て
浄
土
三
部

経
の
他
の
経
典
に
対
す
る
優
位
性
を
説
き
、
ま
た
、
そ
の
中
で
天
台
の
「
五

時
八
教
」
の
教
判
を
用
い
て
論
じ
、『
徹
選
択
集
』
で
は
称
名
念
仏
行
を

「
不
離
仏
値
遇
仏
」
の
思
想
を
用
い
て
菩
薩
行
と
同
様
の
位
置
に
あ
る
と
主

張
す
る
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
各
所
に
見
ら
れ
る
。
詳
細
は
別
稿
を
期

し
た
い
。
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法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観
に
つ
い
て
―
「
往
生
要
集
詮
要
」
を
中
心
に
―

齋　

藤　

蒙　

光

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

　

石
井
教
道
氏
は
、
選
択
本
願
念
仏
期
に
至
る
ま
で
の
、
法
然
の
念

佛
思
想
の
深
ま
り
を
三
段
階
に
区
切
り
、
各
段
階
に
法
然
遺
文
、
特

に
教
義
書
を
配
当
し
た）

1
（

。
こ
の
時
間
の
経
過
に
伴
う
三
段
階
の
軸
線

は
、
今
日
に
お
い
て
も
法
然
の
思
想
の
変
遷
や
法
然
遺
文
の
成
立
年

代
を
論
じ
る
上
で
の
大
き
な
基
準
で
あ
る
が
、
種
々
の
問
題
点
も
見

出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
石
井
氏
の
功
績
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
よ
り
発

展
さ
せ
る
た
め
に
も
、
基
準
軸
の
再
規
定
や
、
補
助
軸
線
の
設
定
な

ど
を
試
み
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
研
究
発
表
で
は
、
そ
の
第
一
段
階
で
あ
る
浅
劣
念
佛
期
の
著

作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
、『
往
生
要
集
』（
以
下
『
要
集
』
と
略
す
）

の
四
種
の
註
釈
書
、
す
な
わ
ち
「
往
生
要
集
詮
要
」「
往
生
要
集
料

簡
」「
往
生
要
集
略
料
簡
」「
往
生
要
集
釈
』（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
詮

要
」「
料
簡
」「
略
料
簡
」「
釈
」
と
略
す
）
に
注
目
し
た
い
。
石
井

氏
は
、
四
釈
書
共
に
四
十
三
歳
の
立
教
改
宗
以
前
の
著
述
と
し
つ
つ

も
、「
後
期
に
逆
観
し
て
批
判
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
も
あ
る）

（
（

」

と
幅
を
持
た
せ
て
い
る
。
ま
た
石
井
氏
の
前
後
に
も
、
四
釈
書
の
成

立
年
代
や
順
序
に
関
し
て
多
数
の
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ

結
論
は
導
き
出
さ
れ
て
い
な
い）

（
（

。

　

今
回
は
、
論
拠
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
末
木
文
美
士
）
4
（

・
服
部
正

穏
）
5
（

両
氏
と
林
田
康
順
氏
）
（
（

の
論
に
則
り
考
察
し
た
い
。
こ
の
三
氏
は
共

通
し
て
、
四
釈
書
は
三
部
経
講
説
前
後
ま
で
の
間
に
段
階
的
に
成
立

し
た
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
順
序
は
異
な
る
。

　
　

末
木	

・
服
部
説
…
「
詮
要
」（
立
教
開
宗
以
前
）
→
「
料
簡
」

「
略
料
簡
」
→
「
釈
」（
三
部
経
講
説
前
後
）

　
　

林
田	
説
…
「
料
簡
」「
略
料
簡
」
→
「
釈
」
→
「
詮
要
」（
三
部

経
講
説
以
前
）
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四
種
の
注
釈
書
の
中
で
も
評
価
が
分
か
れ
る
の
が
、
特
異
な
記
述
を

多
く
含
有
す
る
「
詮
要
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
服
部
氏
や
林
田
氏
は
、
四
釈
書
に
本
願
念
仏
説
が
全
く

み
ら
れ
な
い
点
に
つ
い
て
、
法
然
自
身
は
そ
の
著
述
当
時
、
既
に
善

導
の
本
願
念
仏
に
帰
依
し
て
い
た
が
、『
要
集
』
で
は
そ
れ
が
明
示

さ
れ
な
い
と
捉
え
て
い
た
た
め
に
、
敢
え
て
説
か
な
い
の
だ
と
論
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
法
然
自
身
の
念
佛
思
想
の
深
ま
り
と
、
そ
の

『
要
集
』
観
と
を
分
離
す
る
視
点
が
垣
間
見
え
る
。
確
か
に
法
然
は

『
要
集
』
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
入
っ
た
が
、
そ
れ
の
み
で
は
立

教
開
宗
に
至
り
得
な
か
っ
た
訳
だ
し
、『
要
集
』
四
釈
書
や
三
部
経

講
説
、
ま
た
そ
の
他
の
法
語
な
ど
に
お
い
て
、
善
導
と
源
信
と
の
相

違
点
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
『
選
択
集
』
は
巻
末
に
「
偏

依
善
導
」
を
唱
え
な
が
ら
、
そ
の
巻
頭
に
「
念
佛
為
先
」
と
い
う
源

信
の
言
葉
を
掲
げ
て
お
り
、
善
導
の
念
佛
思
想
と
源
信
の
そ
れ
と
を

近
し
く
会
通
し
て
あ
る
。
法
然
の
『
要
集
』
観
は
一
様
で
は
な
く
、

そ
こ
に
深
化
・
進
展
な
ど
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

そ
の
変
遷
を
読
み
取
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
法
然
の
念
仏

思
想
の
形
成
や
法
然
遺
文
成
立
の
過
程
を
探
る
一
つ
の
基
準
軸
と
も

な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
今
回
は
「
詮
要
」
や
「
釈
」「
料
簡
」、
な

ら
び
に
法
然
伝
に
お
け
る
立
教
開
宗
当
時
の
記
録
や
三
部
経
講
説
な

ど
か
ら
読
み
取
れ
る
『
要
集
』
観
を
比
較
し
つ
つ
、
末
木
・
服
部
両

氏
や
林
田
氏
の
主
張
を
検
証
し
て
み
た
い
。

１
．
観
勝
称
劣
の
立
場
は
、 

　
　
　
　

立
教
開
宗
以
前
の
思
想
と
い
う
説
に
つ
い
て

　
「
釈
」
や
「
料
簡
」「
略
料
簡
」
は
、『
要
集
』
第
四
大
門
「
正
修

念
佛
」
の
観
察
門
に
関
し
て
、
殆
ど
何
も
注
釈
し
な
い
。
だ
が
「
詮

要
」
だ
け
は
「
依
テ二
勝
劣
ニ一
先
ツ
雖
レ
勸
ト二
觀
念
ヲ一
、
約
二
ハ
難
易
ニ一
專
ラ
唯

勸
二

稱
念
ヲ一

也
）
（
（

」
と
解
釈
し
て
い
る
。
服
部
氏
は
、
そ
こ
に
示
さ
れ

る
観
勝
称
劣
の
立
場
を
、
比
叡
山
に
お
け
る
師
、
叡
空
と
の
問
答
以

前
の
思
想
と
見
な
し
、「
詮
要
」
の
成
立
は
叡
山
時
代
で
も
か
な
り

早
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
だ
が
法
然
伝
に
お

け
る
問
答
の
記
録
を
実
際
に
見
て
み
る
と
、『
拾
遺
古
徳
伝
』
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

或
時
黑
谷
の
幽
栖
に
し
て
、
叡
空
上
人
、
往
生
要
集
を
談
せ
ら

れ
け
る
に
、
觀
稱
の
二
を
た
て
ゝ
、
稱
名
を
觀
佛
に
い
れ
て
、

觀
佛
す
く
れ
た
る
よ
し
、
義
を
成
せ
ら
れ
け
れ
は
、
上
人
末
座

に
列
て
、
こ
の
義
不
可
然
。
稱
か
家
の
觀
な
り
、
さ
れ
は
序
に

か
へ
り
て
其
意
を
得
へ
し
、
依
念
佛
一
門
）
（
（

。
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そ
こ
で
の
法
然
は
、
観
佛
と
称
名
念
佛
と
を
区
別
し
て
、『
要
集
』

序
文
に
「
念
佛
の
一
門
に
依
る
」
と
有
る
が
「
観
佛
に
依
る
」
と
は

無
い
と
主
張
す
る
に
止
ま
り
、
称
名
念
佛
の
方
が
勝
行
だ
と
ま
で
は

主
張
し
て
い
な
い
。
一
方
、『
琳
阿
本
』
や
『
四
十
八
巻
伝
』
を
見

る
と
、
法
然
は
「
阿
彌
陀
佛
、
稱
名
を
本
願
と
た
て
給
へ
る
故
を
も

つ
て
、
こ
の
故
に
稱
名
に
す
く
る
ゝ
行
あ
る
へ
か
ら
す）

（
（

」
な
ど
と
主

張
し
、
叡
空
に
反
論
さ
れ
る
と
、
善
導
の
言
葉
を
も
っ
て
応
じ
た
と

記
録
さ
れ
て
お
り
、『
要
集
』
に
は
全
く
言
及
さ
れ
な
い
。
ま
た
最

初
期
に
成
立
し
た
法
然
伝
で
あ
る
『
醍
醐
本
』
で
は
、
叡
空
と
法
然

が
議
論
し
た
こ
と
自
体
は
「
別
伝
記
」
に
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容

は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
「
一
期
物
語
」
冒
頭
の
法
語

に
よ
る
と
、
法
然
は
序
文
に
「
易
覚
易
行
」
と
あ
る
点
か
ら
『
要

集
』
の
「
念
佛
の
一
門
」
に
興
味
を
持
っ
た
が
、
称
名
念
佛
で
必
ず

往
生
で
き
る
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
ず
、
善
導
へ
と
関
心
を
移
し
、

「
順
彼
佛
願
故
」
の
文
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
確
信
を
得
た
と
読

み
取
れ
る
。
い
ず
れ
の
法
然
伝
に
よ
る
と
し
て
も
、
法
然
は
立
教
開

宗
を
果
た
し
た
四
十
三
歳
の
時
点
で
、『
要
集
』
の
記
述
内
容
の
み

に
よ
っ
て
観
勝
称
劣
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た

と
推
測
で
き
よ
う）
11
（

。
よ
っ
て
、
こ
の
点
を
論
拠
と
し
て
、「
詮
要
」

を
立
教
開
宗
以
前
の
成
立
だ
と
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
．『
要
集
』
第
五
大
門
「
助
念
方
法
」
の 

　
　
　
　
　
「
総
結
要
行
」
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て

　

先
行
論
文
に
お
い
て
「
総
結
要
行
Ｂ
釈
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
、

「
詮
要
」
の
「
総
結
要
行
」
釈
で
は
、
そ
の
末
尾
に
「
又
念
佛
往

生
ニ
有
レ
二
。
一
ニ
ハ
但
念
佛
、
二
ニ
ハ
助
念
佛
也
。
今
此
ノ
要
集
ノ
意
ハ
、

以
二

助
念
佛
ヲ一

云
フ二

決
定
往
生
業
ト一

哉
）
11
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
。「
料
簡
」

で
は
「
詮
要
」
と
ほ
ぼ
同
じ
「
総
結
要
行
Ｂ
釈
」
が
記
さ
れ
た
後
に
、

「
又
云
」
と
し
て
、
助
念
仏
を
「
助
念
門
ノ
意
、
非
二
此
ノ
集
ノ
正
意）
1（
（

一
」

と
位
置
付
け
る
、「
総
結
要
行
Ａ
釈
」
の
結
論
部
分
）
1（
（

が
続
く
が
、
そ

の
部
分
は
加
筆
挿
入
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
略
料

簡
」
で
は
「
総
結
要
行
Ａ
釈
」
の
み
が
記
さ
れ
、「
釈
」
で
は
「
総

結
要
行
Ａ
釈
」
が
記
さ
れ
た
後
に
、
重
複
部
分
も
含
め
て
再
度
「
総

結
要
行
Ｂ
釈
」
が
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
後
か
ら
加
筆
挿
入
さ
れ
て
い

る
。

　

末
木
氏
や
服
部
氏
は
、
助
念
佛
往
生
こ
そ
が
『
要
集
』
の
正
意
だ

と
す
る
、「
詮
要
」
の
「
総
結
要
行
Ｂ
釈
」
は
立
教
開
宗
以
前
の
思

想
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
林
田
氏
は
、
そ
れ
自
体
を
後
の
加
筆
と

見
な
し
て
除
外
し
、
本
来
の
「
詮
要
」
の
構
造
で
は
、
も
は
や
助
念

方
法
に
触
れ
ず
、
称
名
念
佛
の
一
行
に
向
か
う
の
だ
と
論
じ
て
い
る）
14
（

。
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そ
こ
で
「
無
量
寿
経
釈
」
を
見
る
と
、
助
念
佛
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
説
か
れ
て
い
る
。

二
ニ
異
類
ノ
善
ト
者
、
是
レ
往
生
要
集
ノ
意
也
。
彼
ノ
集
ノ
中
ニ
立
テ二
十

門
ヲ一
、
釋
ス二

念
佛
往
生
ヲ一
。
且
ク

其
ノ

中
ノ

第
四
ハ

正
修
念
佛
、
第

五
ハ
助
念
方
法
ナ
リ
。
云
　　

云
正
修
念
佛
ト
者
、
此
ニ
有
二
五
念
門
一
。
其

ノ
中
ノ
第
四
觀
察
門
ハ
正
ク
是
レ
念
佛
門
也
。
云
云
助
念
方
法
ニ
有
レ

七
。
其
ノ
七
ト
者
。
云
　　

云
且
ク
第
七
ノ
惣
結
要
行
ニ
、
問
テ
云
ク
上
諸
門

中
等
。
云
云
此
ノ
義
ハ
即
似
二タ
リ
今
ノ
經
ノ
意
ニ一
。
此
ハ
即
以
テ二
異
類
ノ

善
根
ヲ一
助
二
成
念
佛
ヲ一
也
。
彼
ノ
集
ノ
意
、
以
レ
助
二
念
佛
ヲ一
爲
二
決
定

往
生
ノ
業
ト一
。
云
　　

云
隨
二
能
助
ニ一
者
、
可
レ
謂
二
諸
行
往
生
ト一
。
今
ハ
且
ク

隨
二
所
助
ニ一
。
以
テレ
此
亦
爲
ス二
念
佛
門
ト一
。

こ
こ
で
法
然
は
、「
彼
の
集
の
意
、
念
佛
を
助
く
る
を
以
て
決
定
往

生
の
業
と
為
す
」
と
説
き
、
助
念
佛
往
生
は
能
助
か
ら
見
れ
ば
諸
行

往
生
だ
が
、
所
助
の
方
か
ら
見
れ
ば
念
佛
門
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
、
苦
し
い
解
釈
を
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
三
部
経
講
説

の
時
点
で
、
法
然
は
助
念
佛
が
『
要
集
』
の
正
意
だ
と
す
る
考
え
を

捨
て
き
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
を
も
っ
て
立
教
改
宗
以

前
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
「
料
簡
」
や
「
略
料
簡
」

「
釈
」
に
記
さ
れ
る
「
総
結
要
行
Ａ
釈
」
も
、
末
木
氏
や
林
田
氏
に

よ
り
「
苦
し
い
解
釈
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
法
然
に
は
、
そ
の
よ

う
な
苦
し
い
論
理
を
用
い
て
で
も
、「
総
結
要
行
」
を
「
此
の
『
集
』

の
正
意
に
非
ず
」
と
会
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
法
然
に
と
っ
て
こ
の
話
題
は
、『
要
集
』
解
釈
に
お
け

る
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、『
要
集
』
の
注
釈

書
で
あ
り
な
が
ら
「
総
結
要
行
」
に
言
及
し
な
い
と
い
う
の
は
不
自

然
な
よ
う
に
思
え
る
。
よ
っ
て
私
は
、「
詮
要
」
に
は
も
と
も
と

「
総
結
要
行
Ｂ
釈
」
が
存
在
し
た
と
見
な
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

３
．「
詮
要
」
に
お
け
る
、
法
然
の
『
要
集
』
観
に
つ
い
て

　

林
田
氏
は
、「
詮
要
」
二
度
目
の
「
開
合
」
義
に
お
け
る
「
助
念

已
下
ノ
四
門
ハ
助
二
成
ス
上
ノ
正
修
ノ
一
門
）
15
（ヲ一
」
の
「
助
成
」
と
い
う
語
に

注
目
し
、
そ
の
語
は
三
部
経
講
説
や
『
選
択
集
』
に
踏
襲
さ
れ
て
い

く
語
で
あ
る
し
、
第
五
「
助
念
佛
方
法
」
を
「
助
成
」
と
位
置
付
け

る
の
は
、
そ
れ
を
『
要
集
』
の
要
・
取
と
す
る
「
総
結
要
行
Ｂ
」
と

矛
盾
す
る
と
指
摘
す
る
。
だ
が
『
選
択
集
』
な
ど
に
お
け
る
「
助

成
」
の
語
は
、
正
に
助
業
を
表
現
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
林
田
氏
は
、「
詮
要
」
の
第
十
大
文
釈
に
お
い
て
、
善
導
の

『
往
生
礼
讃
』
よ
り
三
心
や
四
修
の
説
明
を
引
用
す
る
点
や
、
懷
感

の
『
群
疑
論
』
を
引
用
し
て
「
惠
心
モ

詮
要
ニ
ハ

引
二

用
テ

善
導
ノ

專
雜

二
修
ヲ一
決
ス二
往
生
ノ
得
否
ヲ一
。
而
モ
嫌
テ二
雜
修
雜
行
一
勸
ル二
專
修
一
之
志
シ
、
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以
テレ

之
可
シレ

知）
1（
（

」
と
、
専
雑
二
修
を
強
調
す
る
点
を
重
視
す
る
。
だ

が
『
往
生
礼
讃
』
よ
り
の
引
用
は
源
信
の
「
言
ハ二
如
上
一
者
指
二
禮
拜

等
ノ

五
念
門
、
至
誠
等
三
心
、
長
時
等
四
修
ヲ一

也
）
1（
（

」
と
い
う
言
葉
に

従
属
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
善
導
の
「
専
修
」
に
は
（
同
類
の
助
業

で
は
あ
る
が
）
助
業
が
許
容
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
詮
要
」
で
は
そ
の

後
に
、
末
木
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
用
ル二

惠
心
ヲ一

之
輩
ハ
、
必
ス

可
レ

歸
ス二

善
導
ニ一

哉
矣
）
1（
（

」
な
ど
の
言
葉
が
な
く
、「
総
結
要
行
Ｂ
釈
」

が
続
く
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
三
心
や

四
修
も
、
助
念
方
法
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

「
詮
要
」
は
、
称
名
念
佛
を
往
生
の
至
要
、
専
修
念
佛
を
詮
要
と
位

置
付
け
つ
つ
も
、
全
体
を
通
し
て
、
助
念
佛
こ
そ
が
往
生
の
要
、
肝

要
、『
往
生
要
集
』
の
正
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
資
料
と
見
る
の
が

妥
当
と
考
え
る）
1（
（

。

お
わ
り
に

　

今
回
、
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
を
基
準
軸
と
し
て
、「
詮
要
」

の
特
質
や
成
立
年
代
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
、
法
然
自
身

の
念
佛
思
想
と
法
然
の
『
要
集
』
観
と
を
切
り
離
し
て
考
え
、『
要

集
』
の
念
佛
思
想
を
善
導
の
そ
れ
と
、
ど
の
程
度
会
通
し
て
い
る
か

と
い
う
点
に
注
目
し
た
。

　

そ
の
結
果
、「
詮
要
」
は
全
体
を
通
し
て
、
助
念
佛
往
生
を
『
要

集
』
の
正
意
だ
と
解
釈
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
四
釈

書
の
中
で
比
較
す
る
と
、「
詮
要
」
の
方
が
『
要
集
』
の
記
述
に
忠

実
に
解
釈
し
て
お
り
、「
料
簡
」「
略
料
簡
」
や
「
釈
」
の
方
が
よ
り

善
導
に
近
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

た
だ
し
、
観
勝
称
劣
を
立
場
と
す
る
『
要
集
』
観
は
立
教
開
宗
以

後
も
継
続
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
助
念
佛
を
『
要
集
』
の
正
意
と

す
る
点
な
ど
、「
詮
要
」
独
自
の
記
述
に
は
「
無
量
寿
経
釈
」
と
相

似
の
点
も
散
見
す
る）
（1
（

。
よ
っ
て
「
詮
要
」
の
成
立
年
代
の
下
限
は
立

教
開
宗
以
後
、
三
部
経
講
説
の
前
後
に
ま
で
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。

　

も
っ
と
も
三
部
経
講
説
の
中
で
も
、「
上
ニ
ハ
搜
リ二
善
導
道
綽
ノ
御
意
ヲ一
、

下
ニ
ハ
依
テ二
往
生
要
集
等
ノ
意
ニ一
」）
（1
（

解
釈
す
る
「
無
量
寿
経
釈
」
と
、
源

信
の
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
論
拠
に
多
用
す
る
「
阿
弥
陀
経
釈
」
と

で
は
、
源
信
教
学
の
扱
い
が
異
な
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
そ
の
当
時

の
法
然
の
『
要
集
』
観
に
は
幅
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
四
釈
書

の
内
容
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
成
立
の
順
序
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
よ
り
厳
密
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１　
『
昭
法
全
』
序
、「
元
祖
教
学
の
思
想
史
的
研
究
―
特
に
念
佛
思
想
と
門
下
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の
動
向
に
つ
い
て
―
」（『
浄
土
学
』
二
五
、
一
九
五
七
年
）。

２　
『
昭
法
全
』
五
頁
。

３　

そ
れ
ら
先
行
研
究
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
南
宏
信
「
法
然

『
往
生
要
集
』
諸
釈
書
の
六
義
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三

十
四
、
二
〇
〇
六
年
）
や
高
橋
寿
光
「
近
年
に
お
け
る
浄
土
学
研
究
の
状
況

―
法
然
浄
土
教
の
研
究
状
況
―
」（『
教
化
研
究
』
二
十
二
、
二
〇
一
一
）
な

ど
が
あ
る
。
な
お
諸
説
の
中
に
は
、
資
料
の
取
り
扱
い
や
法
然
の
念
佛
思
想

の
定
義
な
ど
に
問
題
が
あ
る
も
の
も
多
い
。

４　
「
源
空
の
『
往
生
要
集
』
釈
書
―
そ
の
撰
述
前
後
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
印

度
学
佛
教
学
研
究
』
二
十
四
―二
、
一
九
七
五
年
）「
初
期
源
空
の
文
献
と
思

想
―
『
往
生
要
集
』
釈
書
を
中
心
に
―
」（『
南
都
佛
教
』
三
十
七
、
一
九
七

六
年
）。

５　
「
法
然
の
『
往
生
要
集
』
観
」（『
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
十
七
、

一
九
八
二
年
）、「
法
然
の
『
要
集
』
末
疏
成
立
に
関
し
て
」（『
同
』
十
八
、

一
九
八
三
年
）、「
法
然
上
人
の
往
生
要
集
観
（
２
）
―
『
要
集
』
の
正
意
に

関
し
て
―
」（『
佛
教
文
化
の
諸
相
』
一
九
八
四
年
）、「「
法
然
上
人
の
往
生

要
集
観
（
３
）
―
詮
要
、
料
簡
、
略
料
簡
―
」（『
東
海
佛
教
』
二
十
九
、
一

九
八
四
年
）、「
法
然
の
『
往
生
要
集
』
末
疏
成
立
年
時
に
つ
い
て
」（『
浄
土

教
論
集
』、
一
九
八
七
年
）、「
法
然
の
『
要
集
釈
』
と
『
大
経
釈
』
の
成
立

前
後
の
問
題
」（『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』
三
六
―一
、
一
九
八
七
年
）。

６　
「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
」（『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』

四
四
―一
、
一
九
九
五
年
）、「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
』
四
釈
書
の
研
究
―

助
念
方
法
門
、
惣
結
要
行
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
法
然
上
人
研
究
』
五
、
一

九
九
六
年
）、「
法
然
上
人
『
往
生
要
集
詮
要
』
の
研
究
―
特
に
往
生
階
位
釈

に
つ
い
て
―
」（『
佛
教
論
叢
』
四
〇
、
一
九
九
六
年
）、「
法
然
上
人
『
往
生

要
集
』
釈
義
撰
述
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
四
・
五
、

二
〇
〇
五
年
）。

７　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
三
三
頁
。

８　
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
二
・
対
照
篇
三
九
頁
。

９　
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』
二
・
対
照
篇
三
九
頁
。

11　

法
然
が
『
要
集
』
の
観
勝
称
劣
を
最
終
的
に
克
服
し
得
た
の
は
『
選
択

集
』
第
三
章
に
説
か
れ
る
勝
劣
義
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
万
徳
所
帰
論

の
表
現
に
も
、『
要
集
』
の
影
響
が
垣
間
見
れ
る
。

11　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
四
一
頁
。

1（　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
二
五
頁
。

1（　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
二
五
頁
。

14　

林
田
説
は
示
唆
に
富
ん
で
お
り
非
常
に
興
味
深
い
が
、
後
の
加
筆
を
裏
付

け
る
客
観
的
証
拠
に
乏
し
い
点
が
課
題
と
な
ろ
う
。

15　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
三
一
頁
。

1（　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
三
七
頁
。

1（　
『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
三
六
頁
。

1（　
「
料
簡
」『
佛
教
古
典
叢
書　

古
本
漢
語
灯
録
』
第
六
・
二
〇
頁
。「
略
料

簡
」
や
「
釈
」
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
言
葉
が
記
さ
れ
る
。

1（　

ま
た
「
詮
要
」
で
は
、
こ
の
「
至
要
」「
詮
要
」「
肝
要
」
な
ど
の
関
係
が

把
握
し
難
い
。「
釈
」
の
「
広
・
略
・
要
」
と
い
う
構
造
の
方
が
洗
練
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。

（1　

林
田
氏
は
、
前
述
の
、
第
十
大
文
釈
に
お
け
る
『
群
疑
論
』
引
用
部
が
、

「
無
量
寿
経
釈
」
の
「
善
導
補
助
の
七
師
」
と
合
致
す
る
点
な
ど
、「
詮
要
」

と
「
無
量
寿
経
釈
」
と
の
相
似
を
指
摘
し
て
い
る
。

（1　
『
昭
法
全
』
九
六
頁
。
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『
安
楽
集
』
と
二
諦
説
に
つ
い
て

杉　

山　

裕　

俊

一
、
は
じ
め
に

　

道
綽
『
安
楽
集
』
を
通
観
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
二
諦
」
や
「
二

諦
大
道
理
」
と
い
う
言
葉
が
複
数
回
使
用
さ
れ
て
お
り
、
道
綽
は
自

ら
の
浄
土
教
思
想
が
二
諦
の
道
理
に
順
じ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る

と
と
も
に
、
念
仏
三
昧
の
実
践
に
よ
る
往
生
浄
土
こ
そ
が
大
乗
仏
教

の
要
路
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
諦
説
に

よ
っ
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
浄
土
教
の
正
当
性
を
証
明
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
は
曇
鸞
に
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
道
綽
以

後
の
浄
土
教
典
籍
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

ま
さ
に
『
安
楽
集
』
独
自
の
教
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
先
学
の
研
究
を
回
顧
す
る
と
、『
安
楽
集
』
に
お
い
て
二
諦

説
が
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

道
綽
が
提
示
す
る
二
諦
説
が
い
か
な
る
構
造
を
有
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
ま
で
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、『
安

楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
の
用
例
を
整
理
し
、
道
綽
の
二
諦
説
な

ら
び
に
二
諦
の
大
道
理
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
。

二
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
の
用
例

　
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
の
用
例
は
、
以
下
の
一
〇
箇
所

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
第
一
大
門
第
八
節
「
該
通
往
生
を
明
か
す
」

　

道
綽
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
本
質
的
に
は
無
相
土
で
あ
り
な
が
ら

も
、
凡
夫
が
有
相
行
を
修
し
て
往
生
で
き
る
相
土
に
も
該
通
し
て
い

る
と
い
う
独
自
の
仏
土
論
を
提
示
し
た
後
、『
往
生
論
註
』
下
巻
に

示
さ
れ
る
二
種
法
身
説
を
引
用
し
て
、

天
親
菩
薩
『
論
』
云
、「（
…
中
略
…
）
諸
佛
菩
薩
有
二
種
法
身
。

一
者
法
性
法
身
、
二
者
方
便
法
身
。
由
法
性
法
身
故
、
生
方
便
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法
身
。
由
方
便
法
身
故
、
顯
出
法
性
法
身
。
此
二
種
法
身
異
而

不
可
分
。
一
而
不
可
同
。
是
故
廣
略
相
入
。
菩
薩
、
若
不
知
廣

略
相
入
、
則
不
能
自
利
利
他
。
無
爲
法
身
者
、
即
法
性
身
也
。

法
性
寂
滅
故
、
即
法
身
無
相
也
。
法
身
無
相
故
、
則
能
無
不
相
。

是
故
相
好
莊
嚴
即
是
法
身
也
。
法
身
無
知
故
、
則
能
無
不
知
。

是
故
一
切
種
智
即
是
眞
實
智
慧
也
。
雖
知
就
縁
觀
總
別
二
句
、

莫
非
實
相
也
。
以
知
實
相
故
、
即
知
三
界
衆
生
虚
妄
相
也
。
以

知
三
界
衆
生
虚
妄
故
、
即
起
眞
實
慈
悲
也
。
以
知
眞
實
慈
悲
故
、

即
起
眞
實
歸
依
也
」。
今
之
行
者
、
無
問
緇
素
、
但
能
知
生
無

生
不
違
二
諦
者
、
多
應
落
在
上
輩
生
也
）
1
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
往
生
論
註
』
の
二
種
法
身
説
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
「
広
」
と
「
略
」
の
相
即
関
係
を
依
用
し
、
凡
夫
の

繋
念
対
象
で
あ
る
色
身
相
好
（
＝
有
相
）
と
法
身
（
＝
無
相
）
と
が
、

二
種
法
身
と
同
じ
く
相
即
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
お
り
、
道

綽
は
自
ら
が
勧
示
す
る
凡
夫
の
有
相
往
生
が
二
諦
の
道
理
に
順
じ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
示
か
ら
、
道

綽
の
二
諦
説
が
無
相
（
＝
第
一
義
諦
）
と
有
相
（
＝
世
俗
諦
）
の
相

即
関
係
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
仏

の
覚
り
で
あ
る
法
身
（
＝
無
相
＝
第
一
義
諦
）
と
は
真
実
の
智
慧
で

あ
り
、
こ
れ
を
獲
得
し
た
者
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
慈
悲
の
心
を
発
す
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

色
身
相
好
（
＝
有
相
＝
世
俗
諦
）
と
は
、
ま
さ
に
仏
の
慈
悲
に
よ
っ

て
顕
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
第
二
大
門
第
一
節
「
発
菩
提
心
を
明
か
す
」

答
曰
、
菩
提
正
體
理
求
無
相
。
今
作
相
求
。
不
當
理
實
。
故
名

人
遠
也
。
是
故
『
經
』
言
、「
菩
提
者
不
可
以
心
得
、
不
可
以

身
得
也
」。
今
謂
行
者
雖
知
修
行
往
求
、
了
了
識
知
理
體
無
求
、

仍
不
壞
假
名
。
是
故
備
修
萬
行
、
故
能
感
也
。（
…
中
略
…
）

今
祈
菩
提
但
能
如
此
修
行
、
即
是
不
行
而
行
。
不
行
而
行
者
、

不
違
二
諦
大
道
理
也
）
（
（

。

　

こ
こ
で
は
「
菩
提
を
求
め
る
こ
と
は
菩
提
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ

り
、
結
果
と
し
て
菩
提
の
獲
得
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、『
維
摩
経
』
お
よ
び
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』

の
第
五
問
答
か
ら
『
大
智
度
論
』
を
孫
引
き
し）

（
（

、
菩
提
の
本
体
は
無

相
で
あ
り
、
菩
提
を
求
め
る
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
具
体
的
な
相
を
求

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
仮
名
の
理
論
ま
で
は
破
壊
し
て
い
な

い
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
道
綽
は
本
質
的
に
は
無
相
で
あ
る
菩

提
を
求
め
て
如
実
に
修
行
す
る
こ
と
を
「
不
行
而
行
」
と
称
し
、
こ

の
「
不
行
而
行
」
を
実
践
す
る
者
は
二
諦
の
大
道
理
に
相
違
す
る
こ

と
が
な
い
と
し
て
い
る）

4
（

。
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③
④
⑤
第
二
大
門
第
二
節
「
異
見
邪
執
を
破
す
」

答
曰
、
如
此
計
者
將
謂
不
然
。
何
者
、
一
切
諸
佛
説
法
要
具
二

縁
。
一
依
法
性
實
理
。
二
須
順
其
二
諦
。
彼
計
大
乘
無
念
但
依

法
性
、
然
謗
無
縁
求
。
即
是
不
順
二
諦
。
如
此
見
者
墮
滅
空
所

收
。（
…
中
略
…
）
今
勸
行
者
、
理
雖
無
生
、
然
二
諦
道
理
非

無
縁
求
一
切
得
往
生
也
）
5
（

。

　

こ
の
問
答
で
は
「
大
乗
仏
教
は
無
相
を
第
一
義
と
す
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
何
故
に
浄
土
と
い
う
相
を
取
っ
て
自
ら
の
煩
悩
を
増
や
す
の

か
」
と
問
い
、
こ
れ
に
対
し
て
一
切
諸
仏
の
説
法
に
は
法
性
の
実
理

と
二
諦
の
道
理
に
順
じ
て
説
か
れ
た
も
の
が
あ
る
と
し
、
有
相
浄
土

へ
の
往
生
は
二
諦
の
道
理
に
も
と
づ
い
て
説
か
れ
た
教
え
で
あ
り
、

無
相
・
無
念
に
固
執
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
一
切

諸
仏
の
仏
法
を
破
棄
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
反
論
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
道
綽
は
「
順
二
諦
」
の
重
要
性
を
主
張
し
、
法
性

の
実
理
（
＝
第
一
義
諦
）
を
根
拠
と
し
て
説
か
れ
た
往
生
浄
土
を
願

っ
て
修
行
す
る
こ
と
も
ま
た
大
乗
菩
薩
道
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
道
綽
は
菩
薩
の
大
慈
悲
に
関
す
る
問
答
を
設
け
て
、

答
曰
、
菩
薩
行
法
功
用
有
二
。
何
者
、
一
證
空
慧
般
若
、
二
具

大
悲
。
一
以
修
空
慧
般
若
力
故
、
雖
入
六
道
生
死
、
不
爲
塵
染

所
繋
。
二
以
大
悲
念
衆
生
故
不
住
涅
槃
。
菩
薩
雖
處
二
諦
、
常

能
妙
捨
有
無
、
取
捨
得
中
不
違
大
道
理
也
。
是
故
『
維
摩
經
』

云
、「
譬
如
有
人
欲
於
空
地
造
立
宮
舍
、
隨
意
無
礙
。
若
於
虚

空
終
不
能
成
、
菩
薩
亦
如
是
。
爲
欲
成
就
衆
生
故
、
願
取
佛
國
。

願
取
佛
國
者
、
非
於
空
也
」）

（
（

。

と
述
べ
、
菩
薩
の
行
法
に
は
般
若
波
羅
蜜
を
証
す
る
こ
と
と
大
慈
悲

を
具
す
と
い
う
二
つ
の
功
用
が
あ
り
、
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
と
相
応

す
る
か
ら
こ
そ
生
死
輪
廻
の
世
界
に
お
い
て
も
煩
悩
に
染
ま
る
こ
と

が
な
く
、
ま
た
大
慈
悲
を
も
っ
て
衆
生
を
念
ず
る
か
ら
こ
そ
涅
槃
に

入
る
こ
と
が
な
い
と
し
た
う
え
で
『
維
摩
経
』
を
引
用
し
、
菩
薩
は

衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
仏
国
土
と
い
う
相
を
取
る
が
、
こ
の
取
相

は
有
相
・
無
相
に
偏
執
し
た
も
の
で
は
な
く
、
二
諦
の
道
理
に
反
す

る
も
の
で
も
な
い
と
説
く
。

　

さ
ら
に
次
の
問
答
で
は
西
方
浄
土
を
願
生
す
る
由
縁
に
つ
い
て
、

答
曰
、
但
法
性
淨
土
理
處
虚
融
、
體
無
偏
局
。
此
乃
無
生
之
生
、

上
士
堪
入
。（
…
中
略
…
）
自
有
中
下
之
輦
、
未
能
破
相
、
要

依
信
佛
因
縁
求
生
淨
土
、
雖
至
彼
國
、
還
居
相
土
。
又
云
、

「
若
攝
縁
從
本
、
即
是
心
外
無
法
。
若
分
二
諦
明
義
、
淨
土
無

妨
是
心
外
法
也
」）

（
（

。

と
述
べ
、
法
性
浄
土
の
実
理
を
考
え
れ
ば
往
生
は
無
生
の
生
で
あ
り
、

心
の
外
に
浄
土
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
二
諦
の
道
理
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を
分
け
れ
ば
浄
土
を
心
外
の
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

た
め
、
信
仏
の
因
縁
に
よ
る
西
方
浄
土
へ
の
願
生
を
否
定
す
べ
き
で

は
な
い
と
す
る
。

⑥
⑦
第
二
大
門
第
三
節
「
広
く
問
答
を
施
す
」

行
者
亦
爾
。
念
阿
彌
陀
佛
時
、
亦
如
彼
人
念
渡
、
念
念
相
次
、

無
餘
心
想
間
雜
。（
…
中
略
…
）
但
能
專
至
相
續
不
斷
、
定
生

佛
前
。
今
勸
後
代
學
者
。
若
欲
會
其
二
諦
、
但
知
念
念
不
可
得
、

即
是
智
慧
門
。
而
能
繋
念
相
續
不
斷
、
即
是
功
徳
門
。（
…
中

略
…
）
若
始
學
者
未
能
破
相
。
但
能
依
相
專
至
、
無
不
往
生
。

不
須
疑
也
。）

（
（

　

こ
の
第
四
問
答
で
は
念
仏
三
昧
が
阿
弥
陀
仏
を
間
断
な
く
念
じ
続

け
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
後
、
さ
ら
に
『
往
生
論
註
』
下
巻
に
み
ら

れ
る
「
智
慧
門
」
）
（
（

と
「
功
徳
（
門
）」）
11
（

を
二
諦
説
と
合
釈
し
、
二
諦

の
道
理
に
順
じ
て
い
る
か
ら
相
を
破
す
こ
と
が
で
き
な
い
大
乗
始
学

の
者
で
も
「
繋
念
相
続
（
＝
功
徳
門
）」
す
れ
ば
必
ず
浄
土
に
往
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
第
六
問
答
で
は
往
生
に
関
し
て
、

答
曰
、
言
衆
生
畢
竟
無
生
如
虚
空
者
、
有
二
種
義
。
一
者
如
凡

夫
人
所
見
、
實
衆
生
實
生
死
等
。
若
據
菩
薩
往
生
、
畢
竟
如
虚

空
如
兔
角
。
二
者
今
言
生
者
、
是
因
縁
生
。
因
縁
生
故
即
是
假

名
生
。
假
名
生
故
即
是
無
生
。
不
違
大
道
理
也
。
非
如
凡
夫
謂

有
實
衆
生
實
生
死
也
）
11
（

。

と
述
べ
、『
往
生
論
註
』
を
引
用
し
）
1（
（

、
往
生
と
は
実
の
生
死
で
は
な

く
、
凡
夫
に
と
っ
て
の
往
生
と
菩
薩
に
と
っ
て
の
往
生
が
虚
空
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
二
諦
の
道
理
に
違
わ
な
い
と
す
る
。

⑧
第
四
大
門
第
一
節
「
念
仏
要
門
の
師
承
を
明
か
す
」

　

道
綽
は
㈠
菩
提
流
支
三
蔵
、
㈡
慧
寵
法
師
、
㈢
道
場
法
師
、
㈣
曇

鸞
法
師
、
㈤
大
海
禅
師
、
㈥
斉
朝
上
統
と
い
う
六
名
の
大
徳
が
皆
、

二
諦
の
道
理
を
理
解
し
た
う
え
で
浄
土
の
教
え
を
讃
歎
し
て
き
た
こ

と
を
明
か
す
と
と
も
に
、
後
学
の
者
も
こ
れ
ら
六
大
徳
の
よ
う
に
念

仏
三
昧
を
実
践
し
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る）
1（
（

。

⑨
第
七
大
門
第
一
節
「
此
彼
の
取
相
を
明
か
す
」

如
『
十
地
經
』
云
、「
初
地
菩
薩
尚
自
別
觀
二
諦
、
勵
心
作
意
。

先
依
相
求
、
終
則
無
相
。
以
漸
増
進
體
大
菩
提
。
盡
七
地
終
心

相
心
始
息
。
入
其
八
地
絶
於
相
求
、
方
名
無
功
用
也
」。（
…
中

略
…
）
故
雖
是
取
相
、
非
當
執
縛
也
。
又
彼
淨
土
所
言
相
者
、

即
是
無
漏
相
、
實
相
相
也
）
14
（

。

　

こ
こ
で
は
『
十
地
経
』
を
典
拠
と
し
て
、
菩
薩
が
有
相
に
よ
っ
て

覚
り
を
求
め
る
の
は
七
地
を
尽
く
す
ま
で
で
あ
り
、
こ
こ
で
相
を
必

要
と
す
る
心
が
止
み
、
八
地
以
上
の
菩
薩
は
無
相
を
修
す
こ
と
が
示
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さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
い
う
菩
薩
が
別
観
す
る
二
諦
も

相
・
無
相
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
浄
土
の
本
質
と
は
あ
く
ま
で
も

「
無
漏
の
相
」
で
あ
り
、「
実
相
の
相
」
で
あ
る
か
ら
、
西
方
の
浄
相

を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
第
八
大
門
第
三
節
「
往
生
の
意
を
釈
す
」

答
曰
、
只
欲
疾
成
自
利
利
他
利
物
深
廣
。
十
信
三
賢
攝
受
正
法
。

契
會
不
二
、
見
證
佛
性
、
明
曉
實
相
。
觀
照
暉
心
、
有
無
二
諦
、

因
果
先
後
。
十
地
優
劣
、
三
忍
三
道
、
金
剛
無
礙
、
證
大
涅
槃
。

大
乘
寛
運
、
欲
無
限
時
住
、
爲
盡
無
邊
生
死
海
故
）
15
（

。

　

こ
の
問
答
を
通
じ
て
、
道
綽
は
浄
土
に
往
生
し
て
無
量
寿
を
獲
得

す
る
こ
と
は
、
一
切
衆
生
を
救
済
し
て
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
す
と

い
う
大
乗
仏
教
の
眼
目
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
往
生
浄
土
の
教
え

が
大
乗
仏
教
に
お
い
て
正
当
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
二
諦
も
や
は
り
相
・
無
相
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
用
例
か
ら
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
二
諦
説
と
は
第
一
義

諦
と
世
俗
諦
の
相
即
関
係
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、

道
綽
に
と
っ
て
第
一
義
諦
と
は
法
身
・
無
相
・
無
生
・
無
念
・
不
行

等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
の
覚
り
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
れ
は
道
綽
自
身
が
「
佛
地
果
徳
眞
如
實
相
第
一
義
空
」
）
1（
（

や

「
法
身
菩
提
者
、
所
謂
眞
如
實
相
第
一
義
空
」
）
1（
（

と
述
べ
、『
涅
槃
経
』

の
中
で
第
一
義
諦
と
し
て
定
義
さ
れ
る
「
第
一
義
空
」
）
1（
（

を
仏
果
お
よ

び
法
身
菩
提
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
も
合
致
す
る
。
一
方
、
世
俗

諦
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
説
明
こ
そ
み
ら
れ
な
い
が
、
第
一
義
諦
の

対
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
色
身
相
好
・
有
相
・
行
・
大
悲
念
衆

生
・
繋
念
相
続
等
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
道
綽
に
と
っ
て
世
俗
諦

と
は
第
一
義
諦
、
す
な
わ
ち
仏
の
覚
り
を
絶
対
的
根
拠
と
し
た
衆
生

に
対
す
る
仏
の
慈
悲
・
教
化
・
救
済
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
道
綽

の
二
諦
説
と
は
単
な
る
有
相
・
無
相
の
相
即
関
係
を
示
す
た
め
の
議

論
で
は
な
く
、
仏
身
論
や
仏
土
論
、
さ
ら
に
は
実
践
論
に
ま
で
関
わ

る
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
念
仏
三
昧
に
よ
る
往
生
浄
土
が
大
乗
仏
教

の
要
路
で
あ
る
と
い
う
『
安
楽
集
』
全
体
の
教
義
思
想
を
支
え
る

「
大
道
理
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

三
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
二
諦
説
の
特
徴

　

本
項
で
は
道
綽
以
前
の
二
諦
説
と
し
て
、
浄
影
寺
慧
遠
『
大
乗
義

章
』「
二
諦
義
」
の
内
容
を
概
観
し
、
そ
の
う
え
で
『
安
楽
集
』
に

お
け
る
二
諦
説
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

a
．
第
一
節
「
名
を
釈
す
」
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慧
遠
は
ま
ず
世
俗
諦
に
つ
い
て
、

第
一
釋
名
。
言
二
諦
者
、
一
是
世
諦
、
二
第
一
義
諦
。
然
世
諦

者
、
亦
名
俗
諦
、
亦
名
等
諦
。
世
名
爲
時
。
事
相
諸
法
、
生
滅

在
時
。
就
時
辨
法
。
故
云
世
諦
。
若
爾
、
無
爲
非
生
滅
法
、
應

非
世
諦
。
釋
言
、
有
名
不
盡
諸
法
。
何
等
諦
之
中
、
該
攝
有
爲

無
爲
之
法
。
有
爲
是
世
、
無
爲
非
世
。
從
有
立
稱
。
故
云
世
諦
。

與
前
衆
生
假
名
相
似
。
又
云
世
者
、
是
其
世
人
。
一
切
事
法
、

世
人
所
知
。
故
名
世
諦
。
故
『
涅
槃
』
云
、「
世
人
所
知
名
爲

世
諦
」。（
…
中
略
…
）
聖
人
雖
知
此
法
、
隨
世
故
知
。
是
故
猶

名
世
人
所
知
。
又
復
聖
人
、
就
彼
世
人
所
知
法
中
知
其
虚
假
。

虚
假
是
其
世
法
之
實
。
故
名
世
諦
。（
…
中
略
…
）
世
法
虚
假
。

雖
是
聖
知
非
精
上
。
故
非
第
一
。
非
第
一
故
、
判
入
世
中
。）
1（
（

と
述
べ
、「
世
諦
」「
俗
諦
」「
等
諦
」
と
い
う
三
種
の
異
名
を
提
示

し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
世
諦
を
「
時
に
就
い
て
法
を
弁
じ
た
も
の
」

と
「
世
間
の
人
々
の
所
知
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
規
定
し
て
い

る
。
ま
た
、
世
法
に
お
け
る
真
実
を
虚
仮
と
し
、
世
人
・
聖
人
い
ず

れ
の
知
で
あ
れ
、
世
諦
に
お
け
る
真
実
は
第
一
義
諦
で
は
な
い
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
諦
と
第
一
義
諦
を
会
通
し
な
い
意
図
が
窺
え

る
。

　

次
に
第
一
義
諦
に
つ
い
て
は
、

第
一
義
者
、
亦
名
眞
諦
。
第
一
是
其
顯
勝
之
目
。
所
以
名
義
。

眞
者
是
其
絶
妄
之
稱
。
世
與
第
一
、
審
實
不
謬
。
故
通
名
諦
。

眞
即
可
實
。
世
法
虚
誑
。
云
何
名
諦
。
言
虚
誑
者
、
對
眞
辨
義
。

然
於
世
法
、
事
實
不
無
。
故
得
稱
諦
。
又
復
世
諦
實
是
虚
誑
。

故
名
世
諦
。）
（1
（

と
述
べ
、
第
一
義
諦
の
異
名
で
あ
る
「
真
諦
」
と
は
虚
誑
で
あ
る
世

諦
と
完
全
に
断
絶
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
真
諦
を
真
実
、

世
諦
の
真
実
を
虚
偽
と
判
じ
て
い
る
。
ま
た
「
諦
」
を
「
審
実
」

「
不
謬
」
と
い
う
同
義
語
で
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
か

ら
慧
遠
が
二
諦
を
真
偽
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。b

．
第
二
節
「
体
を
弁
ず
」

　

続
い
て
、
慧
遠
は
地
論
宗
南
道
派
の
伝
統
説
と
さ
れ
る
四
宗
と
併

せ
て
二
諦
説
を
提
示
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
第
四
の
顕
実
宗

に
関
し
て
、

●

第
四
宗
中
、
義
別
有
二
。
一
依
持
義
、
二
縁
起
義
。（
…
中
略

…
）
今
此
宗
中
、
妄
有
理
無
以
爲
世
諦
、
相
寂
體
有
爲
眞
諦
也
。

若
就
縁
起
以
明
二
者
、
清
淨
法
界
、
如
來
藏
體
縁
起
、
造
作
生

死
涅
槃
。
眞
性
自
體
説
爲
眞
諦
、
縁
起
之
用
判
爲
世
諦
。）
（1
（

●

眞
諦
之
中
、
義
別
有
二
。
一
有
、
二
無
。
有
者
所
謂
如
來
藏
性
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恒
沙
佛
法
。
無
中
有
五
。
一
者
眞
實
如
來
藏
中
、
恒
沙
佛
法
同

體
縁
集
、
無
有
一
法
別
守
自
性
。
名
之
爲
無
。
二
此
眞
中
、
無

彼
凡
夫
横
計
我
人
。
故
『
經
』
説
言
、「
如
來
藏
者
、
非
我
衆

生
、
非
命
非
人
」。
三
此
眞
中
、
無
彼
凡
夫
取
立
自
性
。
四
此

眞
中
、
無
彼
二
乘
取
因
縁
相
。
五
此
眞
中
、
無
彼
妄
想
空
如
來

藏
。
此
五
通
就
如
來
藏
體
第
一
義
中
、
隨
義
分
別
。
同
是
眞

諦
。）
（（
（

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
如
来
蔵
を
第
一
義
諦
と
規
定
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
慧
遠
は
「
二
諦
義
」
の
中
で
四
宗
の
二
諦
そ
れ
ぞ
れ
の
即

離
関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
慧
遠
が
使
用
す
る
「
即
」
と
い
う
語
は

文
脈
上
、
必
ず
し
も
対
立
・
矛
盾
す
る
二
項
を
同
一
と
見
な
す
相
即

関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
慧
遠
の
二
諦
説
を
相
即
関
係
に
限
定
し
て
理
解
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）
（（
（

。

　

上
記
の
よ
う
に
、
慧
遠
と
道
綽
の
二
諦
説
に
は
い
く
つ
か
の
相
違

が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慧
遠
の
二
諦
説
に
お
け
る
最
大
の
特
徴

は
、
や
は
り
第
一
義
諦
に
如
来
蔵
を
適
用
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
『
安
楽
集
』
で
は
「
如
来
蔵
」
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
用

さ
れ
て
お
ら
ず
、
道
綽
の
第
一
義
諦
に
如
来
蔵
を
規
定
す
る
こ
と
は

妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
世
俗
諦
に
つ
い
て
、
慧
遠
は
真
諦
と
は
完
全

に
断
絶
し
た
「
虚
誑
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
道
綽
は
第
一
義
諦

を
獲
得
し
た
者
が
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
慈
悲
の

心
を
発
し
、
そ
の
よ
う
な
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
体
現
さ
れ
る
仏
の
教

化
・
救
済
ま
で
を
世
俗
諦
に
包
括
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
二
諦
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
慧
遠
の
場
合
は
必
ず
し
も
相
即
関
係

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
道
綽
の
場
合
は
そ
こ
に
絶
対
的
な
相
即

関
係
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
二
諦
に
お
け
る
相
即
関
係
こ
そ
が
道
綽

に
と
っ
て
大
乗
仏
教
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
論
で
は
道
綽
が
提
示
す
る
二
諦
説
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、

第
一
に
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
の
用
例
を
整
理
し
、
第
一

義
諦
（
＝
無
相
）
と
世
俗
諦
（
＝
有
相
）
が
『
往
生
論
註
』
の
二
種

法
身
と
同
じ
く
相
即
関
係
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
道
綽
に
と
っ
て

の
世
俗
諦
が
単
な
る
有
相
や
言
説
で
は
な
く
、
仏
の
覚
り
を
根
拠
と

し
た
衆
生
に
対
す
る
慈
悲
・
教
化
・
救
済
の
具
体
相
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
に
慧
遠
『
大
乗
義
章
』「
二
諦
義
」
と
の

比
較
か
ら
、
両
者
の
二
諦
説
に
は
如
来
蔵
の
有
無
や
世
俗
諦
の
解
釈

に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
う
え
で
、『
安
楽
集
』
に
お
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け
る
二
諦
説
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
。
こ
れ
ま
で

の
考
察
か
ら
、
以
下
の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈠　
『
安
楽
集
』
の
二
諦
説
と
は
、
第
一
義
諦
で
あ
る
法
身
菩
提

（
＝
仏
の
覚
り
）
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
仏
の
慈
悲
・
教
化
・

救
済
の
具
体
相
で
あ
る
世
俗
諦
と
の
絶
対
的
な
相
即
関
係
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
道
綽
は
こ
の
相
即
関
係
を
も
っ
て

「
二
諦
道
理
」
や
「
二
諦
大
道
理
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
道
綽
が
あ
ら
ゆ
る
大
乗
経
典
を
博
引
傍
証
す
る
背
景
に

は
、
第
一
義
諦
に
裏
づ
け
ら
れ
た
仏
の
言
説
と
い
う
認
識
が
深

く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

㈡　

道
綽
は
第
一
義
諦
に
如
来
蔵
を
採
用
せ
ず
、
相
即
関
係
に
限

定
し
て
二
諦
を
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慧
遠
『
大
乗
義
章
』

「
二
諦
義
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
中
論
』
や
『
大
智
度

論
』
に
示
さ
れ
る
二
諦
説
と
の
間
に
そ
の
近
似
性
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈢　

道
綽
が
提
示
す
る
二
諦
説
と
は
、
単
に
有
相
・
無
相
の
相
即

関
係
を
論
じ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、『
安
楽
集
』
全
体
の

教
義
思
想
を
支
え
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ

う
な
二
諦
の
大
道
理
こ
そ
が
道
綽
に
と
っ
て
は
大
乗
仏
教
の
構

造
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈣　

道
綽
は
二
諦
説
と
併
せ
て
曇
鸞
の
著
作
を
度
々
引
用
し
て
お

り
、
こ
う
し
た
傾
向
は
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
曇
鸞
著
作
の
引

用
を
研
究
す
る
際
に
も
重
要
な
指
針
と
な
り
得
る
。

　

今
後
は
本
論
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る

二
諦
説
の
典
拠
、
さ
ら
に
は
念
仏
三
昧
・
十
念
・
称
名
と
い
っ
た
実

践
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

１　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
七
頁
上
。

２　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
七
頁
下
。

３　
『
浄
全
』
一
、
六
七
〇
頁
上
。

４　

な
お
、
こ
の
「
不
行
而
行
」
に
つ
い
て
、『
往
生
論
註
』
下
巻
に
は
「
眞

如
是
諸
法
正
體
。
體
如
而
行
則
是
不
行
。
不
行
而
行
名
如
實
修
行
」（『
浄

全
』
一
、
二
四
九
頁
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

５　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
八
頁
中
。

６　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
八
頁
下
。

７　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
八
頁
下
～
九
頁
上
。

８　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
一
頁
上
～
中
。

９　
『
浄
全
』
一
、
二
五
二
頁
上
。

11　
『
浄
全
』
一
、
二
五
四
頁
上
。

11　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
一
頁
下
。

1（　
『
浄
全
』
一
、
二
二
一
頁
下
。

1（　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
四
頁
中
。

14　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
八
頁
中
～
下
。

15　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
九
頁
中
。

1（　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
五
頁
中
。
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1（　
『
大
正
蔵
』
四
七
、
七
頁
中
。

1（　
『
大
正
蔵
』
一
二
、
六
〇
三
頁
下
。

1（　
『
大
正
蔵
』
四
四
、
四
八
二
頁
下
。

（1　
『
大
正
蔵
』
四
四
、
四
八
二
頁
下
。

（1　
『
大
正
蔵
』
四
四
、
四
八
三
頁
下
。

（（　
『
大
正
蔵
』
四
四
、
四
八
四
頁
下
。

（（　

浄
影
寺
慧
遠
の
二
諦
説
に
つ
い
て
は
、
岡
本
一
平
「
浄
影
寺
慧
遠
の
二
諦

説
」（『
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
一
〇
、
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
っ
て
詳
細

な
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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対
人
援
助
の
観
点
か
ら
見
た
法
然
仏
教
（
一
）

―
対
人
援
助
機
能
を
果
た
す
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
凡
夫
の
「
確
証
」
―

曽　

田　

俊　

弘

は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
、
尊
称
略
）
の
教
説
に
は
、
衆
生
に
対
し
て

「
止
悪
修
善
」
を
勧
め
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
教
説
に
対

し
て
は
、
従
来
「
凡
夫
往
生
を
力
説
す
る
法
然
の
称
名
念
仏
の
う
ち

に
は
、
な
お
悪
を
転
じ
て
善
を
志
向
す
る
自
力
向
上
門
的
意
向
が
残

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
こ
の
念
仏
を
「
悪
人
正
機
」
の

念
仏
に
ま
で
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る（
１
）」
と
い
っ
た

よ
う
に
、
自
力
聖
道
門
的
思
考
の
残
滓
、（
悪
人
正
機
説
に
比
し
て
）

阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
の
不
徹
底
が
見
ら
れ
る
と
批
判
的
に
捉
え

る
向
き
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
筆
者
は
、
法
然
の
「
止
悪
修
善
」
の
教
説
は
、
対
人
援

助
の
観
点
か
ら
見
て
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
本
稿
で
は
、
法
然

の
「
止
悪
修
善
」
の
教
説
を
、
法
然
と
の
思
想
的
親
近
性
が
高
く（
２
）、

教
育
・
福
祉
・
看
護
等
の
対
人
援
助
の
領
域
に
大
き
な
理
論
的
貢
献

を
齎
し
て
い
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
を
構
成
す
る
重
要

概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
確
証
」（
独Bestätigung

：
英

confirm
ation

）
と
い
う
概
念
に
照
ら
し
て
考
察
し
た
い
。

第
一
章　

ブ
ー
バ
ー
の
「
確
証
」

　

ブ
ー
バ
ー
は
、『
原
離
隔
と
関
わ
り
』
で
、「
確
証
」
と
い
う
概
念

を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

「
人
間
が
、
人
間
と
し
て
、
人
間
を
離
隔
し
自
立
的
に
す
る
。

人
間
は
、
自
己
と
同
じ
人
間
に
囲
ま
れ
て
生
き
る
。
か
く
て
人

間
の
み
が
、
人
間
そ
の
も
の
と
し
て
、
自
己
と
同
じ
者
に
対
し
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て
関
わ
り
得
る
の
で
あ
る
。「
人
間
―対
―人
間
―人
間
―存
在
」

（
共
―人
間
―存
在
）
の
基
礎
は
こ
の
二
に
し
て
一
な
る
こ
と
―

各
人
が
彼
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
彼
が
成
り

得
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
他
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
い
と
い
う
各
人
の
「
願
望
」
と
、
共
に
い
る
人
々
を
ち
ょ
う

ど
そ
の
よ
う
に
承
認
す
る
と
い
う
、
人
間
に
も
っ
て
生
ま
れ
た

「
能
力
」
と
の
、
二
に
し
て
一
―
で
あ
る（
３
）」

こ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
は
、
互
い
を
「
彼
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
し

て
、
更
に
「
彼
が
な
り
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
し
て
「
確
証
」

（
承
認
）
し
合
う
こ
と
を
、
人
間
が
「
人
間
‐
対
‐
人
間
‐
人
間
‐

存
在
」、『
人
間
と
は
何
か
』
で
言
う
「
人
間
と
共
存
し
つ
つ
あ
る
人

間
」（
４
）に
な
る
た
め
の
必
須
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
彼
が

在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
し
て
「
確
証
」
す
る
と
は
、『
共
同
的
な

も
の
に
従
う
こ
と
』
で
言
う
「
私
は
汝
を
汝
の
あ
る
が
ま
ま
に
受
け

取
る（
５
）」

と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
彼
が
な
り
得
る
と
こ
ろ
の
も

の
」
と
し
て
「
確
証
」
す
る
と
は
、『
罪
責
と
罪
責
感
情
』
で
言
う

「
本
質
」（W
esen

）
即
ち
、「
個
人
の
な
か
の
本
来
固
有
の
も
の
で

あ
っ
て
、
個
人
が
そ
れ
に
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

も
の（
６
）」
を
承
認
（
確
証
）
す
る
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
、
相
手
の
存
在
を
あ
り
の
ま
ま
「
受
容
」
し
、
更
に
相
手
の

本
質
を
「
確
証
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
真
正
な
対
話
、
従
っ
て
ま
た

人
間
と
人
間
の
か
か
わ
り
の
真
の
充
実（
７
）」

に
他
な
ら
ず
、
こ
の
真
正

な
対
話
・
関
わ
り
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
、「
人
間
と
共
存
し
つ

つ
あ
る
人
間
」
と
い
う
本
来
的
な
人
間
存
在
の
在
り
方
へ
と
生
成
・

発
展
を
遂
げ
得
る
と
ブ
ー
バ
ー
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
主
張
を
『
人
間
の
間
柄
の
諸
要
素
』
で

次
の
よ
う
に
敷
衍
し
て
い
る
。

「
真
の
対
話
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
真
実
に
相
手
に
向
か
う

こ
と
、
要
す
る
に
本
質
の
対
向
が
生
じ
る
。
話
し
手
の
各
々
は

こ
こ
で
、
彼
が
向
か
う
そ
の
相
手
…
を
、
こ
の
人
格
的
実
存
と

み
な
す
の
で
あ
る
。
…
だ
が
話
し
手
は
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
よ

う
に
現
存
す
る
者
を
単
に
容
認
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
そ

の
者
を
彼
の
相
パ
ー
ト
ナ
ー
手
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

彼
が
彼
の
承
認
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
こ
の
他
な
る
存
在
を
承
認
す

る
…
。
…
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
承
認
は
決
し
て
た
だ
の
同
意
で

は
な
い
。
し
か
し
常
に
私
が
他
者
に
抵
抗
し
て
い
る
場
合
で
も
、

私
が
彼
を
真
の
対
話
の
相
手
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
は
人
格
と
し
て
の
彼
に
「
然
り
」
を
言
っ
た
の
で
あ

る（
８
）」

こ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
は
、
真
の
対
話
に
お
い
て
は
「
本
質
」
の
対
向
、
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即
ち
本
質
の
「
確
証
」（
相
互
承
認
）
が
生
じ
る
と
し
、
そ
の
「
確

証
」
は
、
単
な
る
他
者
の
唯
一
性
の
「
受
容
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を

包
含
し
た
よ
り
高
次
の
概
念
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

ブ
ー
バ
ー
が
、
向
い
合
う
相
手
の
あ
り
の
ま
ま
の
存
在
を
「
受
容
」

す
る
だ
け
で
は
対
話
と
し
て
不
充
分
で
あ
り
、
相
手
の
本
質
を
「
確

証
」
し
て
こ
そ
真
正
な
対
話
と
言
い
得
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
看

取
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
一
九
五
七
年
に
米
・
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
交
さ
れ
た

臨
床
心
理
学
者
カ
ー
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
と
の
対
話
で
の
次
の
ブ
ー
バ

ー
の
発
言
に
平
易
か
つ
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
受
容
…
は
ま
だ
、「
他
者
を
確
認
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
私
が

言
お
う
と
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
受
容

す
る
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
だ
け
、
す
な
わ
ち
他

者
の
現
状
に
お
い
て
だ
け
、
他
者
を
受
け
容
れ
る
こ
と
だ
か
ら

で
す
。
確
認
す
る
と
は
…
他
者
の
可
能
性
全
体
を
受
け
容
れ
る

こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
他
者
の
可
能
性
に
つ
い
て
決
定
的
な

特
徴
を
見
つ
け
、
ほ
か
と
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
…
お
よ
そ
彼
の
中
に
認
め
ら
れ
う
る
も
の
、
知
ら
れ

う
る
も
の
、
そ
れ
は
…
生
成
す
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
て
い
る
人

格
な
の
で
す
。
…
こ
れ
が
…
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の

で
す
。
そ
う
し
て
、
私
は
、
そ
の
他
者
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
容

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
ず
私
自
身
の
中
で
、
や
が
て
彼
の
中

で
も
、
彼
に
予
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
確
認
さ
れ
、
展
開
さ

れ
、
現
実
の
生
活
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
彼
は
、

程
度
の
差
は
あ
れ
、
こ
う
し
た
領
域
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で

き
、
し
か
も
、
私
も
ま
た
、
何
ら
か
の
手
助
け
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
確
認
に
は
、
受
容
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
目
標
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
一
組
の
男
女
、
一
組
の
夫
婦
を
例
に
取
り
あ

げ
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
彼
は
…
ま
さ
に
彼
女
と
の
関
係
全
体

に
も
と
づ
い
て
言
い
ま
す
、「
ぼ
く
は
君
を
あ
る
が
ま
ま
に
受

容
し
て
い
る
よ
」
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、「
ぼ
く
は
君
に
変

わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
」
と
い
う
意
味
で
は
…
な
く
、「
ぼ
く
は

君
の
中
に
、
ま
さ
に
ぼ
く
の
受
容
的
な
愛
に
よ
っ
て
、
君
が
生

成
す
る
べ
く
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
ぼ
く
は
君
の
中
に
見

つ
け
て
い
る
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す（
９
）」

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ブ
ー
バ
ー
が
、「
た
だ
そ
の
瞬
間
に
お

い
て
だ
け
、
他
者
の
現
状
に
お
い
て
だ
け
、
他
者
を
受
け
容
れ
る
」

こ
と
、
即
ち
「
受
容
」（acceptance

）
よ
り
も
、「
他
者
の
可
能
性

全
体
を
受
け
容
れ
、
他
者
の
可
能
性
に
つ
い
て
決
定
的
な
特
徴
を
見

つ
け
、
他
と
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
」、「
生
成
す
る
べ
く
予
定
さ
れ
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て
い
る
こ
と
」
即
ち
「
本
質
」
を
確
認
す
る
「
確
証
」

（confirm
ation

）
こ
そ
が
真
の
「
愛
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
筆
者
は
、
ブ
ー
バ
ー
が
教
育
者
に
次
の
よ
う
に
「
確
証
」

を
勧
め
た
理
由
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「
彼
は
こ
れ
ら
個
人
の
各
々
を
、
一
回
限
り
の
、
唯
一
の
人
格

と
な
る
素
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
…
認
容
す
る
の

で
あ
る
。
彼
、
教
育
者
に
と
っ
て
、
各
々
の
人
格
的
存
在
は
、

こ
の
よ
う
な
現
実
化
の
過
程
に
ま
だ
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
現
れ
る
。
…
彼
は
自
分
を
こ
の
現
実
化
し
て
ゆ
く
諸
力
の

援
助
者
と
見
る
こ
と
を
心
得
て
い
る
。
…
こ
の
教
育
者
の
方
法

は
、
正
し
き
素
質
を
、
ま
さ
に
そ
れ
が
こ
こ
で
生
じ
よ
う
と
望

む
よ
う
に
開
発
し
、
そ
れ
が
発
展
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
な
の
で
あ
る）
11
（

」

ブ
ー
バ
ー
は
、
人
間
各
人
の
中
に
一
回
限
り
の
唯
一
の
人
格
的
な
在

り
方
で
付
与
さ
れ
て
い
る
「
正
し
き
素
質
」
を
「
開
発
」
し
現
実
化

（
生
成
・
発
展
）
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
こ
と
が
、
教
育
者
（
援
助

者
）
の
役
割
・
責
任
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
正
し
き
素
質
」
の
「
開
発
」
は
、「
真
の
対
話
」
に
お
い
て

こ
そ
行
い
得
る
も
の
で
あ
り
、

「
他
者
は
こ
の
彼
の
も
つ
潜
ポ
テ
ン
テ
イ
ア
リ
テ
ー
ト

勢
力
に
お
い
て
の
み
開
発
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
…
教
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
出
会
い
に
よ
っ

て
、
つ
ま
り
一
存
在
者
と
一
成
長
可
能
者
の
間
の
実
存
的
交
わ

り
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
開
発
的
な
教
育
者

は
、
各
人
の
中
で
固
有
な
姿
に
成
長
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
の
内
部
へ
…
散
布
さ
れ
て
い
る
根
源
力
を
信
じ
て
い
る
。

彼
は
こ
の
成
長
が
折
々
に
、
彼
も
ま
た
そ
れ
を
与
え
る
た
め
に

呼
ば
れ
て
い
る
あ
の
出
会
い
の
際
に
与
え
ら
れ
る
助
け
を
の
み

必
要
と
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る）
11
（

」

と
、
援
助
者
（
一
存
在
者
）
と
被
援
助
者
（
一
成
長
可
能
者
）
の
間

の
「
実
存
的
交
わ
り
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
被
援
助
者
の
「
正
し
き
も

の
」（
潜
勢
力
・
根
源
力
）
の
「
開
発
」
と
、
個
性
的
な
存
在
と
し

て
の
成
長
が
齎
さ
れ
る
と
ブ
ー
バ
ー
は
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
考
察
し
て
き
た
ブ
ー
バ
ー
が
論
じ
た
、
ま
さ
に
「
愛
」
の
実

践
と
も
言
う
べ
き
「
確
証
」
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
を
実
現
・
保
持

し
よ
う
と
す
る
行
為
・
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
葛
生
栄
二
郎
氏
は
、

人
間
の
尊
厳
と
い
う
原
理
の
一
要
素
と
し
て
、
人
格
の
「
可か
そ
せ
い
塑
性
」

を
挙
げ
、「
そ
の
人
の
状
況
が
ど
う
あ
れ
、
す
べ
て
の
人
は
変
わ
り

う
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
誰
も
が
潜
在
的
な
力
を
秘
め
て
い
る

と
信
じ
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
人
に
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
認
め
る
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こ
と）
1（
（

」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
強
調
し
た

「
潜
勢
力
」（
本
質
）
の
生
成
・
発
展
へ
の
確
信
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
論
を
俟
た
な
い
。
人
格
の
可
塑
性
へ
の
確
信
を
も
っ
て
、
被
援

助
者
と
真
の
対
話
・
実
存
的
交
わ
り
、
即
ち
（
ブ
ー
バ
ー
思
想
の
根

幹
を
な
す
）「
我
―
汝
」
関
係
に
入
り
、
被
援
助
者
の
「
本
質
」
に

積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
援
助
者
に
と
っ
て
不
可
欠
な
態
度

な
の
で
あ
る
。

第
二
章　

法
然
の
教
説
に
見
ら
れ
る 

　
　
　
　
　
　
　

阿
弥
陀
仏
に
よ
る
凡
夫
の
「
確
証
」

　

以
上
、
ブ
ー
バ
ー
思
想
の
対
人
援
助
に
関
す
る
重
要
概
念
で
あ
る

「
確
証
」
を
考
察
し
た
が
、
筆
者
は
、
法
然
に
よ
る
「
止
悪
修
善
」

の
説
示
こ
そ
ま
さ
に
「
確
証
」
の
実
践
そ
の
も
の
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

　

法
然
は
、
念
仏
を
称
え
る
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
、
善
人
悪

人
・
有
智
無
智
・
富
貴
貧
賤
等
の
区
別
な
く
、「
生
レ
付
ノ
マ
ゝ
」

の
姿
で
救
わ
れ
る
と
説
く
一
方
で
、
悪
を
止
め
て
善
を
修
す
べ
き
こ

と
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
罪
ハ
十
悪
五
逆
ノ
者
ナ
ヲ
生
ル
ト
信
シ
テ
、
少
罪
ヲ
モ
犯
サ

シ
ト
オ
モ
フ
へ
シ
。
罪
人
ナ
ホ
ム
マ
ル
、
イ
ハ
ム
ヤ
善
人
ヲ

ヤ
）
1（
（

」（『
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』）

こ
こ
で
は
、「
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
で
あ
っ
て
も
往
生
で
き
る
と
信

じ
る
」
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
上
で
、「
少
罪
を
も
犯
す
ま
い
心
掛

け
よ
」
と
説
か
れ
て
い
る
。「
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
で
あ
っ
て
も
往

生
で
き
る
と
信
じ
る
」
と
は
、
た
と
え
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
で
あ
っ

て
も
、
念
仏
さ
え
称
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
、
罪
人
の
罪
人
と
い
う

現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
た
上
で
救
い
取
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
る

こ
と
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
が
言
う
「
受
容
」
を
信
じ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
一
方
、「
少
罪
を
も
犯
す
ま
い
と
心
掛
け
よ
」
と
は
、
阿

弥
陀
仏
の
無
条
件
な
る
慈
悲
（
受
容
）
に
甘
え
る
こ
と
な
く
、
悪
の

抑
止
に
努
め
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
法
然
は
こ
の
よ
う
な
説

き
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
法
然
が
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に

「
受
容
」
を
超
え
る
働
き
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
以
下
の
法
然
の
言

葉
で
あ
る
。

「
仏
は
一
切
衆
生
を
あ
は
れ
み
て
、
よ
き
を
も
、
あ
し
き
を
も

わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
悪
人
を
見
て

は
か
な
し
み
給
へ
る
な
り）
14
（

」（『
念
仏
往
生
義
』）

「
悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
、
ほ
と
け

の
御
心
に
か
な
ふ
べ
し）
15
（

」（『
諸
人
伝
説
の
詞
』）
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「
悪
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
き
か
ん
に
も
、
ま
し
て
善
人
を

は
、
い
か
は
か
り
か
よ
ろ
こ
ひ
給
は
ん
と
思
ふ
へ
き
也）
1（
（

」（『
十

二
箇
條
の
問
答
』）

以
上
の
言
葉
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
が
一
切
衆
生
（
凡
夫
）
に
対
し
て
、

「
悪
を
改
め
て
善
人
と
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
望
ん
で
い
る
と
法
然
が

受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
如
実
に
窺
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀

仏
が
す
べ
て
の
凡
夫
に
悪
人
か
ら
善
人
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
凡
夫
一
人

ひ
と
り
に
善
人
と
な
り
得
る
「
素
質
」
を
認
め
て
い
る
、
即
ち
「
確

証
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

法
然
が
、
阿
弥
陀
仏
を
凡
夫
の
善
人
と
な
り
得
る
「
素
質
」
を

「
確
証
」
す
る
仏
と
領
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
法
然
が
、
阿
弥
陀
仏

の
光
明
に
「
人
格
形
成
作
用
」（
倫
理
的
作
用
）
を
認
め
て
い
た
こ

と
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
法
然
は
『
三
部
経
大
意
』
で
、

「
光
明
ノ
縁
ト
名
号
ノ
因
ト
和
合
セ
ハ
、
摂
取
不
捨
ノ
益
ヲ
蒙
ラ
ム

事
不
可
疑
）
1（
（

」
と
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
凡
夫
が
称
え
る
名
号
と
が
因

縁
和
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
、
そ
の
利
益
に
つ
い
て
、『
逆
修
説
法
）
1（
（

』
で
、
阿
弥
陀
仏
の

「
十
二
光
」
の
中
の
「
清
浄
光
」
と
「
歓
喜
光
」
と
「
智
慧
光
」
の

働
き
に
よ
っ
て
三
垢
（
貪
・
瞋
・
痴
）
具
足
の
凡
夫
が
「
戒
法
を
持

っ
た
清
浄
の
人
」「
忍
辱
の
行
を
修
し
た
人
」「
智
慧
あ
る
人
」
と
同

等
な
人
格
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る）
1（
（

。
こ
の
称
名
念
仏

に
よ
っ
て
成
立
す
る
阿
弥
陀
仏
と
凡
夫
と
の
人
格
的
呼
応
関
係

（「
我
―
（
永
遠
の
）
汝
」
関
係
）
の
中
で
生
起
す
る
光
明
の
倫
理
的

作
用
は
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
凡
夫
の
善
人
と
な
り
得
る
「
素

質
」
の
「
確
証
」
で
あ
り
、
そ
の
素
質
を
「
開
発
」
し
よ
う
と
す
る

働
き
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
法
然
が
「
止
悪
修
善
」
を
説
い
た
真
意
は
、
一
切

の
凡
夫
を
し
て
、
自
分
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
善
人
と
な
り
得
る

「
可
能
性
」（
素
質
）
を
阿
弥
陀
仏
が
「
確
証
」
し
、
そ
れ
を
「
開

発
」
し
よ
う
と
働
き
か
け
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
し
め
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「「
正
に
し
て
真
と
認
識
さ
れ

た
も
の
」
―
そ
れ
は
ま
さ
し
く
そ
の
ゆ
え
に
「
他
者
の
実
体
」
の
内

に
も
賦
与
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
―
を
、「
他
者
の
実
体
」
の
内

に
お
い
て
ま
さ
し
く
私
の
影
響
に
よ
っ
て
、
個
体
化
に
適
応
し
た
姿

に
お
い
て
、
発
芽
さ
せ
成
長
さ
せ）
（1
（

」
よ
う
と
し
た
、
即
ち
人
間
一
人

ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る
善
く
な
る
可
能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
即

し
た
形
で
「
開
発
」
し
、
最
も
善
な
る
姿
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
に
筆
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
聖
意
を
我
が
心
と
し
て
、
衆
生
を

「
確
証
」
し
、
自
ら
の
人
格
の
尊
厳
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
法

然
（「
我
」）
の
衆
生
に
対
し
て
「
汝
」
と
し
て
語
り
か
け
る
態
度
、

即
ち
「
愛
」
と
、
法
然
が
紛
れ
も
な
く
対
人
援
助
の
実
践
家
で
あ
っ

た
証
拠
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
法
然
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
働
き
に
、

凡
夫
が
「
悪
を
改
め
て
善
人
と
な
る
」
潜
在
的
可
能
性
（
素
質
）
を

「
確
証
」
し
、「
開
発
」
さ
せ
る
倫
理
的
作
用
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
法
然
が
「
止
悪
修
善
」
を
説
い
た
の
は
、
こ
の
倫
理
的
作
用

を
一
切
の
凡
夫
の
間
に
実
現
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
さ
に
愛
（
慈

悲
・
利
他
）
の
実
践
・
対
人
援
助
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
考
え
る
。

　

本
考
察
が
、
こ
れ
ま
で
否
定
的
な
評
価
に
晒
さ
れ
て
き
た
法
然
の

「
止
悪
修
善
」
の
教
説
の
再
評
価
に
対
す
る
機
縁
と
な
る
こ
と
を
祈

念
し
つ
つ
擱
筆
し
た
い
。

１　

河
野
真
編
『
人
間
と
悪
』（
以
文
社
、
一
九
八
七
年
）
一
四
四
～
一
四
五

頁
。

２　

法
然
と
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
的
親
近
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
然
浄
土
教

に
お
け
る
仏
・
凡
の
関
係
に
つ
い
て
」（
髙
橋
弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集

『
浄
土
学
佛
教
学
論
叢
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
四
年
）、「
法
然
浄
土
教

と
「
共
生
」」（『
仏
教
福
祉
』
第
八
号
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
五

年
）、「
老
い
と
死
―
法
然
浄
土
教
の
立
場
か
ら
の
一
試
論
―
」（『
仏
教
福

祉
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
論
じ
た
。

３　

ブ
ー
バ
ー
、
稲
葉
稔
訳
『
原
離
隔
と
関
わ
り
』（
ブ
ー
バ
ー
著
作
集
４

『
哲
学
的
人
間
学
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
）
一
九
～
二
〇
頁
。

４　

同
右
、
児
島
洋
訳
『
人
間
と
は
何
か
』（
理
想
社
、
一
九
六
一
年
）
一
七

四
頁
。

５　

同
右
、
稲
葉
稔
訳
『
共
同
的
な
も
の
に
従
う
こ
と
』（
ブ
ー
バ
ー
著
作
集

４
『
哲
学
的
人
間
学
』）
八
八
頁
。

６　

同
右
『
罪
責
と
罪
責
感
情
』（
同
右
）
一
二
五
頁
。

７　

同
右
『
原
離
隔
と
関
わ
り
』（
同
右
）
二
〇
頁
。

８　

同
右
、
佐
藤
吉
照
・
佐
藤
令
子
訳
『
人
間
の
間
柄
の
諸
要
素
』（
ブ
ー
バ

ー
著
作
集
２
『
対
話
的
原
理
Ⅱ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
）
一
一
一
～

一
一
二
頁
。

９　

ロ
ブ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＋
ケ
ネ
ス
・
N
・
シ
ス
ナ
編
著
（
山
田
邦
男
監
訳
、

今
井
伸
和
＋
永
島
聡
訳
）『
ブ
ー
バ
ー	

ロ
ジ
ャ
ー
ズ	

対
話
』（
春
秋
社
、
二

〇
〇
七
年
）
一
九
三
～
六
頁
。

11　

ブ
ー
バ
ー
『
人
間
の
間
柄
の
諸
要
素
』（
ブ
ー
バ
ー
著
作
集
２
『
対
話
的

原
理
Ⅱ
』）
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
。

11　

同
右
、
一
〇
八
頁
。

1（　

葛
生
栄
二
郎
編
著
『
新
・
人
間
福
祉
学
へ
の
招
待
』（
法
律
文
化
社
、
二

〇
一
〇
年
）
二
七
～
二
八
頁
。

1（　
『
昭
法
全
』
四
九
九
頁
。

14　

同
右
、
六
九
二
頁
。

15　

同
右
、
四
六
二
頁
。
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1（　

同
右
、
六
八
一
頁
。

1（　

同
右
、
三
一
頁
。

1（　

同
右
、
二
四
五
～
二
五
一
頁
。

1（　

髙
橋
弘
次
『
改
版
増
補　

法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』（
山
喜
房
佛
書
林
、

一
九
九
四
年
）「
第
五
部　

法
然
浄
土
教
の
倫
理
性
」
参
照
。

（1　

ブ
ー
バ
ー
『
原
離
隔
と
関
わ
り
』（
ブ
ー
バ
ー
著
作
集
４
『
哲
学
的
人
間

学
』）
二
〇
～
二
一
頁
。
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報
身
に
つ
い
て

―
「
従
因
向
果
」
と
「
従
果
向
因
」
を
め
ぐ
っ
て
―

曽　

根　

宣　

雄

一
、
は
じ
め
に

　

周
知
の
通
り
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
を

報
身
報
土
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
道
綽
禅
師
・
善
導
大
師
・
法
然

上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
を
「
従
因
向
果
（
従
因
至
果
）」
の
報

身
と
し
て
見
る
の
か
、「
従
果
向
因
（
従
果
至
因
）」
の
報
身
と
し
て

見
る
の
か
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
捉
え
方
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に

な
る
。
今
回
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
法
然
と
親
鸞
に
着
目
し
考
察

し
て
み
た
い
。

二
、
法
然
の
阿
弥
陀
仏
の
解
釈

　

法
然
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

報
身
と
は
、
前
の
因
に
報
い
て
感
得
す
る
と
こ
ろ
の
身
な
り
。

―
中
略
―
凡
そ
万
行
の
因
に
答
え
て
万
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
声
に
随
う
に
似
た
り
。
こ
れ
則
ち
法
蔵
比
丘
実
修
の
万
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）

1
（

。

　

法
然
は
報
身
と
は
、
万
行
の
因
に
報
い
て
感
得
す
る
身
で
あ
る
と

し
、
法
蔵
比
丘
の
実
修
の
万
行
が
報
い
ら
れ
て
、
実
証
の
万
徳
を
得

た
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
報
身
如
来
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち

法
然
の
解
す
る
報
身
と
は
、
因
願
果
成
の
仏
身
で
あ
り
「
従
因
向
果

（
従
因
至
果
）」
の
仏
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
「
従
因
向
果
（
従
因
至
果
）」
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏

と
い
う
の
は
、『
逆
修
説
法
』
一
七
日
に
お
け
る
真
化
二
身
論
に
お
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い
て
も
同
様
で
あ
る
。
真
化
二
身
論
で
は
真
化
の
二
身
を
説
く
こ
と

は
『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
も
の
と
し
た
上
で
、『
観
無
量
寿
経
』

の
真
身
観
の
説
示
を
用
い
て
阿
弥
陀
仏
の
相
好
と
光
明
摂
取
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。
真
身
と
は
四
十
八
願
を
発
し
た
後
に
、
兆
載
永

劫
の
間
六
度
万
行
の
修
行
を
行
い
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
修
因

感
果
身
」
で
あ
る
と
し
、「
従
因
向
果
（
従
因
至
果
）
と
し
て
の
阿

弥
陀
仏
を
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
『
選
択
集
』
第
三
章
の
勝
劣
の
義
に
お
い
て
法
然
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
に
勝
劣
と
は
念
佛
は
是
れ
勝
、
餘
行
は
是
れ
劣
な
り
。
所
以

は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
名
號
は
是
れ
萬
徳
の
歸
す
る
所
な
り
。

然
れ
ば
す
な
わ
ち
彌
陀
一
佛
の
あ
ら
ゆ
る
四
智
・
三
身
・
十

力
・
四
無
畏
等
の
一
切
内
證
功
徳
、
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利

生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳
、
皆
悉
く
阿
彌
陀
佛
の
名
號
の
中

に
攝
在
せ
り
。
故
に
名
號
功
徳
最
も
勝
と
す
。
餘
行
は
然
ら
ず
、

お
の
お
の
一
隅
を
守
る
。
こ
こ
を
以
て
劣
と
す）

（
（

。

　

こ
こ
は
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
一
行
を
本
願
行
と
し
て
選
択
さ
れ
た

理
由
に
つ
い
て
「
勝
劣
の
義
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ

る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
報
身
と
定
義
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
を

「
内
証
・
外
用
」
と
い
う
視
点
よ
り
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

整
理
す
る
な
ら
ば
、
法
然
は
報
身
の
阿
弥
陀
仏
を
次
の
よ
う
に
捉
え

て
い
た
と
い
え
よ
う
。

内
証	

―
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
―
所
証
の
理
（
内
な

る
悟
り
）

外
用	

―
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
―
摂
化
利
生
の
用
（
救

済
作
用
）

三
、
法
然
の
解
釈
と
山
口
益
氏
の
論
考

　

こ
の
法
然
の
説
く
報
身
の
阿
弥
陀
仏
の
特
徴
に
つ
い
て
み
る
上
で
、

注
目
さ
れ
る
の
が
山
口
益
氏
の
論
考
で
あ
る
。
報
身
論
に
つ
い
て
は
、

数
多
く
の
論
考
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
報
身
と
い
う
仏
身
の

特
徴
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
が
山
口
氏
の
論
考
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
山
口
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

仏
陀
（buddha

・
目
覚
め
た
る
者
）
と
は
、
真
実
に
目
覚
め

て
、
真
実
の
世
界
（tathata

―

・
真
如
）
に
到
達
し
た
者
・
真

実
の
世
界
に
去
っ
て
行
っ
た
者
（tatha

―gata

→tatha

―

＋

gata

・
如
去
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
如
来
と
は
、
仏
陀
・
如

去
と
し
て
真
実
の
世
界
に
去
っ
て
行
っ
た
者
と
い
う
意
味
と
は

逆
に
、
真
実
の
世
界
よ
り
来
生
し
た
る
者
（tatha

―gata

→	
tatha

―

＋a
―gata

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
覚
を
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成
就
せ
る
仏
陀
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
迷
妄
（
凡
夫
）
の
世

界
か
ら
真
実
（
仏
）
の
世
界
へ
如
去
し
た
と
い
う
往
相
的
な
動

向
を
、
ま
た
、
説
法
を
開
始
せ
る
如
来
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、

真
実
の
世
界
か
ら
迷
妄
の
世
界
へ
如
来
し
た
と
い
う
還
相
的
な

動
向
を
示
し
て
い
る
。
―
中
略
―

　

ま
こ
と
に
、
報
身
・
受
用
身
と
は
、
正
覚
の
智
慧
が
大
悲
の

説
法
と
な
っ
て
展
開
せ
ん
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、
仏
陀
が
如
来

と
な
っ
て
展
開
し
、
説
法
を
も
っ
て
、
一
切
衆
生
を
救
済
せ
ず

に
は
お
か
な
い
と
い
う
智
慧
の
意
志
・
約
束
・
本
願
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
切
の
自
己
矛
盾
を
あ
え
て
お
か
し
て
も
、
そ
う
せ

ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
仏
陀
の
苦
悩
そ
の
も
の
で
あ
り
、
仏
陀

が
如
来
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
深
い
意
味
が
、
こ
の
報
身
・

受
用
身
と
い
う
い
い
方
の
上
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
山
口
氏
は
、「
如
去
」
と
「
如
来
」
と
い
う
語
に
着

目
し
て
、
仏
に
は
真
如
を
悟
る
と
い
う
側
面
と
真
如
よ
り
来
た
り
て

法
を
説
く
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
如
去
」
の
智
慧
が
「
如
来
」
の
大
悲
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
を
表

す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
智
慧
（
無
分
別
智
・
勝
義
諦
）
が
、
衆

生
済
度
の
慈
悲
（
清
浄
世
間
智
・
世
俗
諦
）
と
し
て
展
開
す
る
根
拠

に
仏
の
智
慧
の
意
志
及
び
本
願
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
論
考
か
ら
報
身
と
は
、
体
得
し
た
不
可
言
説
の
智
慧
の
境
界
を
衆

生
済
度
の
た
め
に
可
言
説
と
い
う
形
に
よ
っ
て
凡
夫
に
提
示
す
る
仏

身
で
あ
り
、
悟
り
か
ら
救
済
へ
と
展
開
す
る
仏
身
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
山
口
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、

如
去
―
真
実
の
世
界
に
到
達
し
た
者
・
真
実
の
世
界
に
去
っ
た
者

如
来
―
真
実
の
世
界
よ
り
来
生
し
た
者

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
山
口
氏
の
論
考
を
引
用
し
た
の
は
、
法
然
が
報
身
の
阿
弥

陀
仏
を
内
証
と
外
用
と
い
う
視
点
よ
り
説
明
を
加
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
法
然
の
内
証
・
外
用
論
は
、
阿
弥
陀
一
仏
を
二
つ
の
視
点

（
証
果
と
化
用
）
よ
り
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
山
口
氏
の
い
う
報

身
の
二
側
面
に
つ
い
て
法
然
は
「
内
証
」
と
「
外
用
」
と
い
う
語
に

よ
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

如
去
＝
内
証

如
来
＝
外
用

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
法
然
は
『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
き
阿
弥
陀
仏
の

出
現
を
「
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
（
報
身
）」
と
い
う
流
れ
で
捉
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
真
如
法
身
を
体
得
し
た
こ
と
を

「
内
証
（
無
分
別
智
）」
と
い
う
語
で
表
現
し
、
阿
弥
陀
仏
が
四
十
八
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願
成
就
に
よ
り
、
指
方
立
相
の
浄
土
を
構
え
、
有
相
性
・
人
格
性
を

有
し
た
救
済
者
と
な
っ
た
こ
と
を
「
外
用
（
無
分
別
後
智
・
清
浄
世

間
智
）」
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
内
証
外
用
論
は
、
山

口
氏
の
い
う
如
去
か
ら
如
来
へ
の
展
開
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
法
然
の
「
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
（
報
身
）」
と
い
う

流
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
従
因
向
果
（
従
因
至
果
）
で
あ
り
、
そ
の
意

義
は
「
如
去
（
内
証
）
か
ら
如
来
（
外
用
）」
と
い
う
展
開
に
あ
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
親
鸞
の
解
釈

　

次
に
親
鸞
の
解
釈
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
れ
ば
佛
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
法
性
法
身
と

ま
う
す
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ

ば
こ
ゝ
ろ
も
お
よ
ば
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ

り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
方
便
法
身
と
ま
う
す
、
そ
の
御
す
が

た
に
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
不
可
思
議
の
四
十
八
の
大

誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
な
り
。
―
中
略
―
こ
の
如
來

す
な
は
ち
誓
願
の
業
因
に
む
く
ひ
た
ま
ひ
て
報
身
如
來
と
ま
ふ

す
な
り
、
す
な
は
ち
阿
彌
陀
如
來
と
ま
う
す
な
り）

4
（

。

　

こ
こ
で
の
仏
身
論
は
、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
説
か
れ
る
二
種

法
身
説
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
性
法
身

と
は
色
や
形
を
有
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
心
が
及
ば
な
い
不
可
言
説

の
も
の
で
あ
る
。
方
便
法
身
と
は
真
如
よ
り
到
来
し
法
蔵
比
丘
と
な

り
、
四
十
八
願
を
起
こ
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
報
身
如
来
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
法
性
法
身
＝
真
如
の
理

＝
法
身
、
方
便
法
身
＝
有
相
如
来
＝
報
身
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と

が
判
る
。
こ
れ
は
「
真
如
法
身
→
法
蔵
比
丘
→
報
身
の
阿
弥
陀
仏
」

と
い
う
流
れ
で
理
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
報
身
の
阿
弥
陀
仏
の
根
源

に
真
如
法
身
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
従
果
向
因
（
従
果
至

果
）」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
従
因
向
果
と
従
果
向
因
に
つ
い
て

　

法
然
は
法
蔵
菩
薩
が
五
劫
思
惟
し
て
本
願
を
立
て
、
兆
載
永
劫
の

修
行
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、

「
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
展
開
に
着
目
し
て
阿
弥
陀
仏
を

報
身
と
定
義
す
る
。
一
方
、
親
鸞
は
真
如
よ
り
法
蔵
比
丘
が
出
現
し

報
身
の
阿
弥
陀
仏
が
出
現
す
る
と
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
真
如
法

身
→
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
展
開
の
中
で
報
身
の
阿
弥
陀

仏
を
説
き
、
そ
の
報
身
の
阿
弥
陀
仏
は
イ
コ
ー
ル
方
便
法
身
で
あ
る
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と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
然
の
報
身
論
が
「
従
因
向
果
（
従
因
至

果
）」
で
あ
る
の
に
対
し
、
親
鸞
は
「
従
果
向
因
（
従
果
至
因
）」
の

中
で
報
身
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
山
口
氏
の
報
身
の
解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
言
う
な
ら
ば
、

法
然
の
内
証
外
用
論
は
「
内
証
（
内
な
る
悟
り
）
＝
如
去
」
の
境
界

に
入
っ
た
阿
弥
陀
仏
が
「
外
用
（
救
済
作
用
）
＝
如
来
」
と
い
う
展

開
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
法
然
の
場
合
「
真
如

の
体
得
（
如
去
＝
内
証
）
→
人
格
を
有
す
る
救
済
者
・
有
相
の
浄
土

を
構
え
る
（
如
来
＝
外
用
）」
と
い
う
展
開
の
主
体
は
、
あ
く
ま
で

も
阿
弥
陀
仏
（
法
蔵
菩
薩
）
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
然
は
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
・
救
済
意
志
に
よ
っ
て
報

身
報
土
が
実
現
し
て
い
る
と
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
親
鸞
の
説
く
阿
弥
陀
仏
と
は
「
真
如
よ
り
出
現
す
る
報

身
」
で
あ
る
。
岡
亮
二
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
阿
弥
陀
仏
と
は
、

真
如
が
動
い
て
、
無
上
仏
と
は
何
か
を
、
凡
夫
に
信
知
せ
し
め
る
た

め
に
出
現
し
た
、
真
如
そ
の
も
の
の
「
は
か
ら
い
」
と
な
る
の
で
あ

り
、
真
如
の
は
か
ら
い
こ
そ
が
「
弥
陀
仏
の
御
ち
か
い
」
と
い
う
こ

と
に
な
る）

5
（

。
本
来
、
真
如
は
不
可
言
説
で
あ
り
非
人
格
的
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
語
的

な
矛
盾
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
主
体
は
真
如
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
両
師
の
捉
え
方
は
、

法
然	

―
阿
弥
陀
仏
は
真
如
法
身
を
内
包
し
た
報
身
仏
で
あ
り
、

そ
の
作
用
は
凡
夫
救
済
に
あ
る
。

親
鸞	

―
阿
弥
陀
仏
は
真
如
そ
の
も
の
で
あ
り
、
真
如
の
は
か
ら

い
（
＝
弥
陀
の
誓
い
）
を
な
す
。

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
こ
の
こ
と
は
、
教
義
の
上
で
ど
の
よ

う
な
相
違
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
然
の
場
合
、
真
如
法
身

は
阿
弥
陀
仏
に
内
包
さ
れ
て
い
る
（
内
証
）
で
あ
る
か
ら
、
作
用
と

し
て
真
如
の
は
か
ら
い
を
な
す
こ
と
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
は
あ
く
ま

で
も
娑
婆
で
苦
し
む
凡
夫
の
救
済
者
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
作
用
は

抜
苦
与
楽
で
あ
る
。
親
鸞
の
場
合
は
、
阿
弥
陀
仏
が
真
如
そ
の
も
の

で
あ
り
、
真
如
の
は
か
ら
い
を
な
す
こ
と
か
ら
、
森
羅
万
象
を
司
る

仏
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
よ
り
、「
す
べ
て

が
弥
陀
の
は
か
ら
い
」
と
い
う
類
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

法
然
と
親
鸞
は
、
報
身
の
阿
弥
陀
仏
を
説
く
点
は
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
然
は
法
蔵
菩
薩
が
五
劫
思
惟
し
て
本
願
を
立
て
、

兆
載
永
劫
の
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
り
、「
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
展
開
の
中
で
阿
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弥
陀
仏
を
報
身
と
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
然
の
阿
弥
陀
仏
報
身

論
は
『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
従
因
向
果
（
従
因

至
果
）」
と
し
て
の
報
身
で
あ
る
。
法
然
が
「
内
証
・
外
用
」
論
に

よ
っ
て
報
身
の
阿
弥
陀
仏
を
説
明
す
る
の
は
、
前
述
し
た
報
身
の
二

側
面
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
真
如
法
身
を
踏
ま
え
た
上

で
救
済
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
法
然
の
説
く
阿
弥

陀
仏
は
、
あ
く
ま
で
も
凡
夫
の
救
済
者
な
の
で
あ
り
森
羅
万
象
を
司

る
仏
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
親
鸞
は
真
如
よ
り
報
身
の
阿
弥
陀
仏
が
出
現
す
る
と
解
す

る
の
で
あ
っ
て
、
報
身
の
阿
弥
陀
仏
は
イ
コ
ー
ル
方
便
法
身
で
も
あ

る
。「
真
如
法
身
→
法
蔵
比
丘
→
阿
弥
陀
仏
」
と
解
す
る
の
で
あ
る

か
ら
「
従
果
向
因
（
従
果
向
因
）」
と
し
て
の
報
身
で
あ
る
。
私
達

が
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
真
如
法
身
と
は
有
漏

（
穢
）
と
無
漏
（
浄
）
の
両
義
を
包
括
す
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
真
如
の
は
か
ら
い
と
は
、

凡
夫
に
と
っ
て
必
ず
し
も
抜
苦
与
楽
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
衆
生
に

対
す
る
不
利
益
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ

て
を
「
弥
陀
の
は
か
ら
い
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
病
や
災
害
と
い
っ

た
こ
と
ま
で
も
含
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
衆
生
に
試
練
を
与
え
て
～
を
気
づ
か
し
め
る
」
と
か
「
衆
生
に
試

練
を
与
え
て
成
長
さ
せ
る
」
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
娑
婆
の
苦
し
み
に
あ
え
ぐ
凡
夫
に
と
っ
て
そ
う
い
っ
た

説
示
が
意
義
を
有
す
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
私
達
は
、
法

然
の
説
く
阿
弥
陀
仏
が
「
従
因
向
果
（
従
因
至
果
）」
の
報
身
で
あ

る
意
義
を
再
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
然

は
お
そ
ら
く
「
阿
弥
陀
仏
＝
真
如
の
は
か
ら
い
」
と
解
す
る
こ
と
は
、

浄
土
三
部
経
の
説
示
に
違
う
も
の
で
あ
り
、
救
済
者
阿
弥
陀
仏
を
説

く
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
法
然
以
前
に
説
か
れ
て
い

た
天
台
の
阿
弥
陀
仏
観
に
逆
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

（
（

。

１　
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
七
八
～
七
九
頁

２　
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
・
一
一
八
頁

３　

山
口
益
氏
稿
「「
如
来
」
に
つ
い
て
―
特
に
報
身
の
意
味
に
関
し
て
―
」

（『
教
化
研
究
』
七
二
号
）
三
頁
。

４　
『
真
宗
全
書
』
二
・
六
三
〇
～
六
三
二

５　

岡
亮
二
「
親
鸞
の
仏
身
・
仏
土
観
―
和
語
聖
教
を
中
心
に
―
」
七
〇
頁
。

６　

拙
稿
「
万
法
の
弥
陀
に
つ
い
て
」『
佛
教
論
叢
』
五
三
号
を
御
覧
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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中
世
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て

―
往
生
伝
と
し
て
見
る
『
四
十
八
巻
伝
』
―

永　

田　

真　

隆

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
『
四
十
八
巻
伝
』
と

略
す
）
に
所
収
さ
れ
る
往
生
人
の
往
生
行
、
臨
終
の
様
子
な
ど
を
整

理
す
る
こ
と
で
、
中
世
に
お
け
る
往
生
伝
の
特
徴
の
一
端
を
見
て
い

く
）
1
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
古
代
よ
り
近
世
、
あ
る
い
は
明
治
期
ま
で
連
綿

と
流
れ
る
往
生
伝
の
変
遷
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
周
知
の
と
お
り
、

中
世
往
生
伝
は
そ
の
数
が
少
な
い）

（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
往
生
伝
と
は

銘
打
た
れ
て
い
な
い
も
の
の
な
か
で
も
往
生
伝
的
性
質
を
も
つ
も
の

（
中
世
往
生
伝
類
）
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
も
往
生
伝
と
同
様
に
扱
い
、

考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
、
中
世
往
生
伝
研
究
概
観

　

日
本
に
お
け
る
往
生
伝
の
嚆
矢
は
慶
滋
保
胤
に
よ
る
『
日
本
往
生

極
楽
記
』（
九
八
五
年
以
前
）
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
平
安
時
代
に

は
大
江
匡
房
『
後
本
朝
往
生
伝
』（
一
一
〇
三
年
ご
ろ
）、
三
善
為
康

『
拾
遺
往
生
伝
』（
一
一
一
一
年
以
後
）、
同
『
後
拾
遺
往
生
伝
』（
一

一
三
七
年
以
後
）、
蓮
禅
『
三
外
往
生
記
』（
一
一
三
九
年
以
後
）、

藤
原
宗
友
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』（
一
一
五
一
）
が
成
立
し
た
。
こ

の
よ
う
な
平
安
期
の
往
生
伝
の
隆
盛
に
よ
り
、
従
来
、
往
生
伝
と
い

え
ば
、
こ
の
時
代
の
往
生
伝
と
も
言
え
、
た
と
え
ば
、
速
水
郁
氏
は

「
わ
が
国
の
往
生
伝
の
嚆
矢
で
あ
り
、
以
後
の
往
生
伝
の
範
と
さ
れ

た
保
胤
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
が
、
平
安
時
代
の
往
生
伝
に
画
期

を
も
た
ら
し
た
源
信
『
往
生
要
集
』
と
同
時
期
に
成
立
し
、
し
か
も
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保
胤
と
源
信
が
善
友
と
し
て
の
深
い
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を

思
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
往
生
伝
と
は
、
平
安
浄
土
教
の
発
達
を
背
景
に

生
ま
れ
、
平
安
浄
土
教
の
終
焉
と
と
も
に
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
一

群
の
伝
文
学
）
（
（

」
で
あ
る
と
述
べ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
往
生

伝
の
研
究
と
い
え
ば
、
古
代
往
生
伝
（
平
安
期
往
生
伝
）
や
幕
藩
体

制
に
お
い
て
封
建
的
倫
理
観
に
基
づ
き
、
編
纂
さ
れ
た
近
世
往
生
伝

（
江
戸
期
往
生
伝
）
の
研
究
が
一
般
的
で
あ
り
、
中
世
の
往
生
伝
は

あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
原
因
と
し
て
は
、
現

存
す
る
中
世
往
生
伝
の
多
く
が
残
闕
本
で
あ
り
、
そ
の
全
容
や
編
集

の
実
態
を
把
握
し
づ
ら
い
と
い
う
点
、
あ
る
い
は
鎌
倉
新
仏
教
の
展

開
や
浄
土
宗
徒
の
宗
教
活
動
の
中
に
中
世
往
生
伝
の
存
在
を
位
置
づ

け
に
く
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

4
（

。
ま
た
近
世
往
生
伝
の
先

駆
け
と
し
て
有
名
な
了
智
『
緇
白
往
生
伝
』
に
も

是
以
於
三
国
間
若
緇
素
若
貴
賤
奇
瑞
往
生
類
最
夥
焉
、
所
謂
印

度
有
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
撰
往
生
伝

〈
此
四
本
不
伝
世
〉、
日
本
往
生
記
、
続
本
朝
往
生
伝
、
後
拾
遺

往
生
伝
等
而
流
布
尚
矣）

5
（

と
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
往
生
伝
を

挙
げ
て
、
数
多
く
の
奇
瑞
を
伴
う
往
生
を
遂
げ
た
者
が
い
た
こ
と
が

記
述
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
古
代
往
生
伝
ま
で
の
流
れ
の
み
が

語
ら
れ
、
中
世
往
生
伝
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
旧
来
よ
り

こ
の
よ
う
な
認
識
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

井
上
光
貞
氏
は
「
日
本
の
浄
土
教
史
は
、
法
然
を
分
水
嶺
と
し
て
前

後
に
わ
か
た
れ
る
か
ら
、
本
書
は
往
生
伝
の
主
流
か
ら
孤
立
し
て
い

る
。
し
か
し
歴
史
の
実
相
は
、
転
機
を
超
え
て
な
お
、
そ
の
残
照
を

あ
と
に
の
こ
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
本
書
は
、
平
安
朝
往
生
伝

の
残
照
、
つ
ま
り
分
水
嶺
以
前
の
本
流
と
以
後
の
そ
れ
の
接
触
面
の

所
産
と
し
て
、
思
想
上
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
価
値
を
持

っ
て
い
る）

（
（

。」
と
一
定
の
価
値
を
認
め
つ
つ
も
中
世
往
生
伝
に
つ
い

て
平
安
朝
（
平
安
期
）
往
生
伝
の
残
照
と
し
て
意
義
付
け
し
て
い
る
。

さ
ら
に
笠
原
一
男
氏
に
至
っ
て
は
「
中
世
を
通
じ
て
往
生
伝
は
土
中

に
埋
も
れ
た
が
た
め
に
、
世
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
中

世
に
お
い
て
は
往
生
伝
の
編
纂
そ
の
も
の
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る）

（
（

。」
と
、
中
世
往
生
伝
の
存
在
自
体
す
ら
も
完
全
否
定
す
る
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
中
世
往
生
伝
で
あ
る
が
、

谷
山
俊
英
氏
は
「
各
時
代
の
往
生
伝
に
顕
現
し
た
宗
教
思
想
や
編
者

の
質
的
変
化
を
無
視
し
た
考
察
が
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
は
言
う
ま
で
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も
な
い
。
そ
こ
で
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
平
安
期
の
往
生
伝

の
み
が
往
生
伝
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
偏
見
を
払
拭
し
た
上
で
、
各

時
代
の
宗
教
思
想
の
展
開
の
中
に
往
生
伝
諸
作
品
を
位
置
づ
け
、
そ

の
中
で
個
々
の
往
生
伝
の
思
想
的
・
作
品
的
な
価
値
を
論
究
す
る
作

業
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
」）

（
（

と
そ
の
重
要
性
を
説
き
、

改
め
て
中
世
往
生
伝
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
中
世
往
生
伝
と
し

て
は
如
寂
『
高
野
山
往
生
伝
』（
一
一
八
七
年
以
後
）
や
昇
蓮
『
三

井
往
生
伝
』（
一
二
一
七
年
）、
行
仙
『
念
仏
往
生
伝
』（
一
二
六
二

年
以
後
一
二
七
八
年
以
前
）
が
挙
げ
ら
れ
る）

（
（

。
こ
れ
ら
の
編
者
た
ち

は
平
安
期
往
生
伝
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平

安
期
往
生
伝
の
編
者
は
主
に
文
人
貴
族
で
あ
り
、
中
世
往
生
伝
に
お

い
て
は
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
古
代
と
中
世

の
往
生
伝
に
生
ま
れ
る
差
異
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
田
嶋
一
夫
氏
は
中

世
往
生
伝
の
特
徴
と
し
て

①　
『
三
井
往
生
伝
』
が
三
井
寺
の
往
生
者
を
、『
念
仏
往
生
伝
』

が
法
然
教
団
の
往
生
者
を
、『
高
野
山
往
生
伝
』
が
高
野
山
一

山
の
往
生
者
を
、
と
言
う
よ
う
に
、
一
宗
一
派
に
よ
る
編
纂
が

見
ら
れ
る
こ
と
。
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
往
生
者
を
、

ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、
雑
修
性
に
対
す
る
こ
と
ば
と
し
て
の

専
修
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

②　

編
者
は
い
ず
れ
も
文
人
貴
族
で
は
な
く
、
緇
流
の
徒
で
あ
る
。

そ
れ
も″
聖
”
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

③　

実
態
の
明
き
ら
か
な
も
の
が
少
く
、
そ
の
多
く
が
歴
史
上
か

ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
（
当
然
忘
れ
去
ら
れ
た
も
の

も
あ
ろ
う
）。

と
い
う
三
点
を
挙
げ
て
い
る）
11
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
四
十
八
巻
伝
』

を
往
生
伝
と
し
て
見
た
場
合
、
い
か
な
る
往
生
人
の
行
状
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
前
述
の
中
世
往
生
伝
の
特

徴
が
『
四
十
八
巻
伝
』
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
か
を
次
節
に
お

い
て
確
認
す
る
。

三
、
往
生
伝
と
し
て
見
る
『
四
十
八
巻
伝
』
と
そ
の
特
徴

　

そ
も
そ
も
往
生
伝
と
し
て
『
四
十
八
巻
伝
』
を
読
む
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
古
く
は
隆
円
（
一
七
五
九
―一
八

三
四
）
が
『
専
念
法
語
』
に
お
い
て

し
か
る
に
円
光
大
師
の
勅
修
御
伝
ハ
、
就
中
往
生
伝
の
最
た
る

も
の
な
り）
11
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
大
橋
俊
雄
氏
は
「
往
生
伝
に
は
、
複
数
の
往

生
人
の
伝
記
が
収
め
ら
れ
、
往
生
人
に
つ
い
て
は
そ
の
俗
系
と
人
間

的
・
宗
教
的
条
件
、
そ
れ
に
往
生
の
相
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
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で
あ
る
が
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
は
人
間
的
条
件
を
欠
い
て

い
る
。
平
安
時
代
や
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
往
生
伝
に
は
、
質
実
・

柔
和
・
慈
悲
と
い
っ
た
善
人
的
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
法
然

上
人
行
状
絵
図
』
中
に
そ
れ
が
見
え
て
い
な
い
の
は
、
宗
教
的
行
為

が
先
行
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

に
所
収
さ
れ
て
い
る
往
生
人
は
、
全
て
専
修
念
仏
者
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
法
然
上
人
は
問
わ
れ
れ
ば
適
切
に
念
仏
往
生
の
道
を
説
い

た
か
ら
、
民
衆
は
法
然
上
人
か
ら
直
接
に
、
ま
た
そ
の
弟
子
を
と
お

し
て
往
生
論
を
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
往
生
論
は
、
人
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
い
か
に
生
く
べ
き
が
、
い
か
に
死
ぬ
べ
き
か
を
説
い
た

教
え
で
あ
る
。
法
然
上
人
や
弟
子
た
ち
の
時
代
に
は
往
生
伝
は
必
要

と
し
な
か
っ
た
。
必
要
と
し
な
い
か
ら
往
生
伝
を
作
る
必
要
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
上
人
や
そ
の
弟
子
た
ち
が
没
し
た
時
代
に
な
る
と
、

再
び
往
生
伝
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
往
生

伝
は
、
法
然
上
人
の
教
説
を
裏
付
け
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
要
求
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
が
、
往
生

伝
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
が
作
ら
れ
た
の
は
、
上
人

の
没
後
百
年
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
で
に
上
人
か
ら
直
接
教
え

を
聞
い
た
人
は
い
な
い
。
そ
こ
で
法
然
浄
土
教
的
立
場
に
立
っ
た
往

生
者
の
伝
記
を
、
法
然
上
人
伝
中
に
所
収
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か）
1（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
よ
う
に

『
四
十
八
巻
伝
』
を
往
生
伝
と
し
て
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と

考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
四
十
八
巻
伝
』
に
出
る
往
生
人
の
往

生
行
や
奇
瑞
を
分
析
し
て
み
た）
1（
（

。
こ
こ
で
ど
の
登
場
人
物
を
往
生
人

と
し
て
選
別
し
た
か
の
基
準
を
示
す
。『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
多
く

の
登
場
人
物
が
存
在
し
、
そ
の
多
く
は
往
生
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
の

記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
往
生
の
様
子
が
記
述
さ
れ

て
い
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
第
四
十
八
巻
に
出
て
く
る

金
光
房
は
浄
土
の
奥
義
に
達
し
た
こ
と
を
法
然
が
褒
め
た
た
え
た
と

い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
臨
終
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
第
四
巻
に
は
、
法
然
が
後
白
河
院
の
臨
終
に
あ
た
り
、
善
知
識

と
し
て
招
か
れ
た
旨
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
院
の
臨
終
は
記

述
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
、

厳
密
に
往
生
の
様
子
が
語
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
往
生
し
た
と
の
明
記

が
あ
る
場
合
の
み
を
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
往
生
者
の
往
生
行
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、『
四
十
八
巻

伝
』
に
お
け
る
往
生
人
は
お
し
な
べ
て
、
念
仏
者
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
法
然
の
幼
少
に
亡
く
な
っ
て
い
る
時
国
で
さ
え
、「
仏
を
念

じ
て
」
往
生
し
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
る）
14
（

。
ま
た
他
行
・
他
宗
の
者



─ 1（（ ─

が
専
修
念
仏
に
入
る
話
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
法
然

と
の
出
会
い
、
あ
る
い
は
専
修
念
仏
と
の
出
会
い
を
中
心
に
伝
が
構

成
さ
れ
て
い
る
。
第
十
九
巻
所
収
の
仁
和
寺
の
尼
は
法
華
経
を
読
誦

し
て
い
た
も
の
が
転
向
し
、
念
仏
者
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
十
四
巻

所
収
の
妙
真
尼
も
法
華
の
持
者
で
あ
り
、
真
言
も
修
し
て
い
た
。
ま

た
第
二
十
巻
所
収
の
作
仏
房
は
熊
野
参
詣
の
山
伏
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
第
四
十
巻
所
収
の
公
胤
や
静
遍
、
第
四
十
一
巻
所
収
の
明
禅
、
第

四
十
三
巻
所
収
の
信
空
、
心
寂
、
湛
空
、
第
四
十
四
巻
所
収
の
隆
寛
、

円
照
な
ど
は
み
な
顕
密
を
ま
な
び
、
そ
の
後
、
専
修
念
仏
へ
と
入
っ

た
者
で
あ
る
。

　

次
に
、
往
生
者
が
行
っ
た
臨
終
の
用
意
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
臨

終
に
際
し
、
往
生
を
予
見
し
た
往
生
者
が
、
沐
浴
を
し
て
身
を
清
め

た
り
、
臨
終
の
念
仏
の
た
め
に
袈
裟
を
か
け
た
り
、
頭
北
面
西
し
た

り
す
る
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
十

四
巻
所
収
の
隆
寛
の
よ
う
に
五
色
の
糸
を
か
け
る
な
ど
と
い
っ
た
法

然
が
自
身
の
臨
終
に
お
い
て
は
拒
否
し
た
、
旧
来
か
ら
の
臨
終
行
儀

を
修
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
ま
た
臨
終
に
お
け
る
善
知
識
に
関
し

て
は
第
十
二
巻
の
藤
原
経
宗
の
臨
終
に
は
法
然
が
善
智
識
と
し
て
登

場
し
、
同
じ
く
第
十
二
巻
の
隆
信
の
臨
終
に
は
善
知
識
と
し
て
住

蓮
・
安
楽
が
登
場
す
る
。
第
二
十
五
巻
の
弥
次
郎
入
道
は
蓮
台
房
を

善
知
識
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
第
十
九
巻
の
聖
如
房
の
伝
に
お

い
て
は
法
然
が
凡
夫
を
善
知
識
と
は
せ
ず
、
仏
を
善
知
識
と
し
な
さ

い
と
諭
す
場
面
が
記
述
さ
れ
る
。

　

次
に
、
臨
終
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
は
、「
ね
む
る
が
ご
と
く
」

「
ゑ
み
を
ふ
く
み
」「
禅
定
に
入
る
が
ご
と
く
」
と
い
う
臨
終
に
正
念

で
あ
っ
た
記
述
が
半
分
以
上
の
伝
に
お
い
て
な
さ
れ
、
こ
れ
は
近
世

あ
る
い
は
明
治
期
の
よ
う
に
ほ
ぼ
全
て
の
伝
に
お
い
て
確
実
に
み
ら

れ
る
表
現
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
念
仏
者
は
臨
終
に
来
迎

を
蒙
り
、
そ
れ
に
よ
り
正
念
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
役

割
を
果
た
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
お
け
る
往
生
人
の
来
迎
描
写
を
見

て
い
く
と
、
奇
瑞
に
関
し
て
は
夢
告
や
紫
雲
、
空
中
に
音
楽
を
聞
く

な
ど
の
旧
来
か
ら
の
典
型
的
な
奇
瑞
描
写
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
法
然
の
伝
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
体
系
的
な
往
生
伝
の
中
の
一
伝
と

は
見
て
取
れ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
が
、『
四
十
八

巻
伝
』
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
様
相
も

多
彩
で
あ
る
。
古
代
往
生
伝
は
文
人
貴
族
の
結
縁
意
識
よ
り
来
迎
の

奇
瑞
を
説
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
比

較
す
れ
ば
、
中
世
往
生
伝
は
来
迎
描
写
の
分
量
は
減
る
は
ず
で
あ
る
。

来
迎
描
写
そ
の
も
の
よ
り
も
中
世
往
生
伝
に
お
い
て
は
「
何
を
修
し
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て
」
往
生
に
至
っ
た
か
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

ち
ろ
ん
そ
の
修
し
た
行
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
も
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
見
て
取
る
と
、
総
じ
て
中
世
往
生

伝
は
宗
派
色
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
人
貴

族
で
は
な
く
、
特
定
の
宗
派
の
信
仰
を
も
つ
僧
侶
が
編
纂
さ
れ
、
一

宗
一
派
に
よ
る
編
纂
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
編
者
自
身
の
專

修
的
な
信
仰
を
色
濃
く
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
宗
派
性
に
起

因
し
て
他
宗
・
他
行
と
比
較
し
て
自
宗
、
自
派
を
讃
仰
す
る
傾
向
が

み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
言
え
ば
こ
れ
は
教
化
を
目
的
と
し
た

往
生
伝
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
各
時
代
に
お
け
る
往
生
伝
の
特
徴

　

中
世
往
生
伝
は
宗
派
色
を
も
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
こ
れ
は
近
世
以
降
の
往
生
伝
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
近
世
以
降
の
往
生
伝
の
特
徴
と
し
て
大
き
な
も
の
に
、
伝
中
に

往
生
者
の
道
徳
的
性
質
を
明
記
す
る
と
い
う
構
成
が
あ
る
が）
15
（

、
こ
れ

は
中
世
に
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
臨
終
に
正
念
で
あ
る
こ

と
を
明
記
す
る
も
の
は
中
世
往
生
伝
よ
り
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

近
世
お
い
て
は
も
っ
と
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

　

筆
者
は
以
前
に
中
世
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
の
往
生
伝
の
特
徴

を
左
記
の
よ
う
に
示
し
た
こ
と
が
あ
る）
1（
（

。

　
【
平
安
往
生
伝
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

来
迎

　
【
近
世
往
生
伝
】	

道
徳
的
性
質
＋
臨
終
正
念
＋
来
迎

　
【
明
治
期
往
生
伝
】	

道
徳
的
性
質
＋
臨
終
正
念

　

こ
こ
に
中
世
往
生
伝
の
構
成
を
前
節
の
『
四
十
八
巻
伝
』
の
記
述

を
踏
ま
え
て
、
右
記
の
図
を
修
正
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
【
平
安
往
生
伝
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

来
迎

　
【
中
世
往
生
伝
】　　
　
　
　
　
　
　

臨
終
正
念
＋
宗
派
色
＋
来
迎

　
【
近
世
往
生
伝
】	

道
徳
的
性
質
＋
臨
終
正
念
＋
宗
派
色
＋
来
迎

　
【
明
治
期
往
生
伝
】	

道
徳
的
性
質
＋
臨
終
正
念
＋
宗
派
色

五
、
小
結

　

以
上
、『
四
十
八
巻
伝
』
を
往
生
伝
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
往
生

伝
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
『
四
十
八
巻
伝
』
を
位
置
づ
け
得
る

か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
試
み
た
。『
四
十
八
巻
伝
』
所
収
の
往
生

者
を
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
で
『
四
十
八
巻
伝
』
は
色
濃
く
宗
派
色

を
持
つ
と
い
う
中
世
往
生
伝
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
中
世
往
生
伝
の
特
徴
と
と
も
に
各
時
代
の

往
生
伝
の
特
徴
を
数
点
あ
げ
る
こ
と
で
、
古
代
か
ら
明
治
期
の
往
生

伝
の
中
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
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一
端
を
し
め
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

さ
て
、
谷
山
氏
は
、

宗
教
思
想
の
一
大
変
革
期
に
あ
た
る
こ
の
時
代
は
、
法
然
、
日

蓮
、
親
鸞
と
い
っ
た
雄
弁
な
宗
教
家
が
陸
続
と
登
場
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
一
般
に
、
往
生
を
「
伝
」
で
は
な
く
「
論
」
で
説

い
た
時
代
だ
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
大
方
で
は
間

違
い
な
い
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
一
方
で
、
緇
流
の
徒

が
編
纂
し
た
宗
派
性
の
強
い
往
生
伝
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て

い
た
と
い
う
事
実
か
ら
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い）
1（
（

。

と
述
べ
る
が
、
中
世
往
生
伝
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
こ
の
『
四
十
八

巻
伝
』
も
一
つ
の
「
緇
流
の
徒
が
編
纂
し
た
宗
派
性
の
強
い
往
生

伝
」
と
考
え
て
読
む
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

　

な
お
今
後
は
他
の
法
然
伝
と
の
比
較
な
ど
も
行
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
往
生
人
の
行
状
の
ど
の
部
分
が
重
視
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

も
考
え
て
い
き
た
い
。

１　

こ
れ
に
近
い
作
業
が
大
橋
俊
雄
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。（『
法
然
上

人
伝
』
下
、「『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
つ
い
て
」）
こ
こ
で
は
往
生
者
の

名
の
後
に
生
地
・
人
間
的
条
件
・
宗
教
的
条
件
・
没
年
月
日
・
往
生
の
相
・

没
年
・
出
典
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
作
業
は
こ
れ
よ
り
詳
細

で
あ
り
、
ま
た
抽
出
す
る
往
生
人
も
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

２　

日
本
に
お
け
る
中
世
の
範
囲
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
が
あ
る
が
こ
こ

で
は
平
氏
政
権
の
成
立
（
一
一
六
〇
年
代
、
平
安
時
代
末
期
）
か
ら
、
鎌
倉

時
代
を
挟
ん
で
、
安
土
桃
山
時
代
（
戦
国
時
代
末
期
）
ま
で
と
す
る
。
な
お
、

中
世
に
続
く
「
近
世
」
の
始
期
に
つ
い
て
は
、（
一
）
織
田
信
長
の
上
洛

（
一
五
六
八
年
、
室
町
末
期
）、（
二
）
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
全
国
統
一
（
一
五

九
〇
年
、
戦
国
時
代
末
、
安
土
桃
山
時
代
後
期
）、（
三
）
江
戸
幕
府
の
成
立

（
一
六
〇
三
年
）
の
三
説
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
世
の
終
期
が
異

な
る
の
だ
が
、
今
回
用
い
る
資
料
で
は
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
で
こ
こ

で
は
問
題
と
し
な
い
。

３　

速
水
侑
『
日
本
文
学
と
仏
教
』
第
三
巻
、
九
〇
頁
。

４　

谷
山
俊
英
『
中
世
往
生
伝
の
形
成
と
法
然
教
団
』
二
九
頁
要
約
。

５　
『
続
浄
』
一
七
、
二
二
七
頁
。

６　

井
上
光
貞
『
往
生
伝
法
華
験
記
』
七
五
九
～
七
六
〇
頁
。

７　

笠
原
一
男
『
日
本
史
に
み
る
地
獄
と
極
楽
』
一
〇
二
頁
。

８　

前
掲
谷
山
、
一
二
頁
。

９　

こ
の
他
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
四
十
八
巻
伝
』
の
よ
う
に
往
生
伝
と
は

銘
打
っ
て
い
な
い
も
の
の
な
か
で
往
生
伝
的
性
質
を
も
つ
も
の
（
中
世
往
生

伝
類
）
と
し
て
は
『
明
義
信
行
集
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

11　

田
嶋
一
夫
「
中
世
往
生
伝
研
究
―
往
生
伝
の
諸
相
と
作
品
構
造
―
」（『
国

文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
一
一
、
一
四
八
頁
）

11　

長
谷
川
匡
俊
『
専
念
法
語　

全
』
八
二
頁
。

1（　

大
橋
俊
雄
『
法
然
上
人
伝
』
下
、
三
四
五
～
三
六
二
頁
。

1（　

添
付
資
料
。
な
お
発
表
時
に
は
す
べ
て
の
往
生
人
（
五
十
九
人
）
に
つ
い

て
考
察
し
た
が
、
本
稿
に
は
紙
数
の
都
合
上
、
一
部
の
み
を
抜
粋
し
て
い
る
。

ま
た
考
察
す
る
項
目
自
体
も
発
表
時
の
も
の
か
ら
大
幅
に
減
ら
し
て
い
る
。

14　

な
お
『
四
巻
伝
』、『
弘
願
本
』、『
琳
阿
本
』、『
古
徳
伝
』、『
九
巻
伝
』、

『
十
六
門
記
』
に
は
念
仏
、
あ
る
い
は
高
声
念
仏
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

15　

笠
原
一
男
『
近
世
往
生
伝
の
世
界
』
七
八
～
八
四
頁
参
考
。
幕
府
が
民
衆
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に
求
め
た
世
俗
倫
理
が
反
映
さ
れ
た
形
で
正
直
、
孝
行
、
貞
節
と
い
っ
た
人

間
的
条
件
が
伝
中
に
と
か
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

1（　

拙
稿
「
明
治
期
に
お
け
る
往
生
伝
と
そ
の
影
響
」（『
日
本
仏
教
教
育
学
研

究
』
十
八
、
一
五
九
頁
）、
同
「
明
治
期
に
お
け
る
往
生
伝
と
そ
の
影
響
②
」

（『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
二
〇
、
一
五
二
頁
）
な
ど
参
考
。

1（　

前
掲
谷
山
、
一
二
六
頁
。
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『
興
福
寺
奏
状
』「
第
七
誤
念
仏
失
」
の
念
仏
義

―
法
然
念
仏
義
の
理
解
の
一
助
―

中　

御　

門　

敬　

教

は
じ
め
に

　

法
然
上
人
、
聖
光
上
人
、
良
忠
上
人
（
以
下
敬
称
略
）
は
こ
と
あ

る
ご
と
に
、
念
仏
観
の
相
違
の
面
で
三
昧
系
念
仏
で
あ
る
「
観
念
」

を
危
惧
す
る
（
cf.
拙
稿
〔
二
〇
一
一
〕）。「
一
枚
起
請
文
」
の
冒
頭

に
出
る
如
く
で
あ
る
、
し
か
し
、
こ
の
「
観
念
」
を
探
る
こ
と
で
、

一
方
で
は
法
然
の
念
仏
義
を
理
解
す
る
一
助
に
も
な
る
。
よ
っ
て
今

回
の
考
察
で
は
、
そ
の
格
好
の
資
料
と
な
る
、
解
脱
房
貞
慶
（
一
一

五
五
―一
二
一
三
）
著
（
起
草
）『
興
福
寺
奏
状
（
以
下
、
奏
上
）』

「
第
七
誤
念
仏
失
」
に
お
け
る
記
述
を
、
引
用
・
参
照
・
批
判
の
面

か
ら
考
察
し
た
い
。
当
時
の
第
一
級
の
学
僧
が
法
然
浄
土
教
を
念
頭

に
し
て
、「
念
仏
観
」
を
整
理
し
披
露
し
て
い
る
。

一
、
前
提
・
善
導
理
解
と
い
う
視
点 

　
　
　
　

―
自
分
に
引
き
つ
け
た
上
で
の
善
導
理
解
―

　

貞
慶
は
『
奏
状
』「
第
七
誤
念
仏
失
」
に
お
い
て
、
善
導
教
説
を

自
分
に
引
き
つ
け
た
上
で
理
解
す
る
点
を
先
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
点
は
「
宗
」
概
念
に
も
関
わ
る
重
要
な
前
提
で
あ
る
。
本
文
中

に
は
「
善
導
宗
」
と
い
う
言
葉
す
ら
登
場
す
る
。
こ
の
立
場
は
す
で

に
成
田
〔
一
九
八
一
〕、
善
〔
二
〇
〇
二
〕〔
二
〇
〇
四
〕
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
両
氏
の
論
攷
か
ら

は
他
の
諸
点
に
お
い
て
も
大
い
に
裨
益
を
受
け
た
。
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二
、「
第
七
誤
念
仏
失
」
に
お
け
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

引
用
・
参
照
と
批
判
と
の
傾
向

　

筆
者
は
実
証
的
に
裏
付
け
が
と
れ
た
点
を
中
心
に
、
以
下
に
、

「
引
用
・
参
照
の
傾
向
」、「
批
判
の
傾
向
」
を
念
頭
に
し
て
、
語
釈

形
式
を
も
っ
て
整
理
を
行
い
た
い
。
な
お
鎌
田
、
田
中
〔
一
九
七

一
〕
所
収
の
田
中
久
夫
校
注
『
奏
状
』
原
文
（
三
一
四
～
三
一
五

頁
）
を
参
照
し
、
同
訓
読
（
三
八
～
四
十
頁
）
を
底
本
と
し
た
。

○
「
能
念
の
相
に
つ
い
て
、
或
い
は
口
称
あ
り
、
或
い
は
心
念
あ

り
」

　

念
仏
を
「
心
念
口
念
」
に
分
け
る
も
の
に
迦
才
著
『
浄
土
論
』
が

あ
る
。

cf.	

迦
才
著
『
浄
土
論
』（『
浄
全
』
六
・
六
四
〇
頁
上
）「
念
仏
者

復
有
二
種
。
一
是
心
念
。
二
是
口
念
。
心
念
者
復
有
二
種
。
一

念
仏
色
身
。
謂
阿
弥
陀
仏
身
有
八
万
四
千
相
。（
中
略
）
二
念

仏
智
身
。
謂
阿
弥
陀
仏
有
五
分
法
身
大
慈
大
悲
力
無
畏
等
也
。

二
口
念
者
。
若
心
無
力
須
将
口
来
扶
。
将
口
引
心
令
不
散
乱
。

如
経
説
。
若
人
念
阿
弥
陀
仏
得
百
万
遍
已
去
。
決
定
得
生
極
楽

世
界
。（
中
略
）」

　

こ
れ
は
高
弁
著
『
摧
邪
輪
』（『
浄
全
』
八
・
六
八
九
頁
上
）、
珍

海
著
『
決
定
往
生
集
』（
cf.	

『
浄
全
』
十
五
・
四
九
三
頁
下
）
に
引

用
さ
れ
る
。
工
藤
〔
二
〇
一
三
〕
四
一
六
頁
は
「
迦
才
が
示
す
念
仏

行
に
は
上
根
行
の
念
仏
（
心
念
・
口
念
）
と
中
下
根
行
の
専
念
阿
弥

陀
仏
名
号
が
あ
り
（
中
略
）」
と
い
う
。

○
「
か
の
心
念
の
中
に
、
或
い
は
繋
念
あ
り
、
或
い
は
観
念
あ
り
」

　

田
中
〔
一
九
七
一
〕
三
八
頁
註
は
、『
観
無
量
寿
経
』｢

阿
弥
陀
仏
、

去
此
不
遠
、
汝
当
繋
念
諦
観
彼
国
浄
業
成
者｣

（
正
蔵
一
二
―
三
四

一
C
）
と
出
す
。
一
般
的
に
は
止
観
行
の
止
の
階
梯
に
お
い
て
、
対

象
と
心
と
を
結
び
付
け
る
作
用
。
こ
の
場
合
、｢

所
念
の
仏
（
念
ず

る
対
象
の
仏
）｣

で
あ
る
か
ら
、｢

繋
念
（
定
）｣

は
仏
と
行
者
の
心

と
を
結
び
つ
け
る
作
用
と
も
考
え
ら
れ
る
。
貞
慶
著
『
心
要
鈔
』

「
第
六
念
仏
門
」
冒
頭
に
は
、
念
仏
と
定
と
の
関
係
を
以
下
の
よ
う

に
い
う
。

cf.	

貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
第
六
念
仏
門
」（『
大
正
蔵
』
七
一
、
No.

二
三
一
一
、
五
八
頁
上
二
～
五
行
）

「
第
六
念
仏
門　

先
示
相
者
、
念
者
謂
別
境
中
念
。
於
曾
習
境
、

令
心
明
記
不
忘
為
性
。
定
依
為
業
。
謂
数
憶
持
曾
所
受
境
。
令

不
忘
失
能
引
定
故
。」

○｢

か
の
観
念
の
中
に
、
散
位
よ
り
定
位
に
至
り
、
有
漏
よ
り
無
漏

に
及
ぶ｣
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源
信
著
『
往
生
要
集
』「
大
門
第
十
問
答
料
簡
」
に
出
る
「
尋
常

念
相
」
の
四
種
念
仏
、
す
な
わ
ち
、
一
、
定
業
、
二
、
散
業
、
三
、

有
相
業
、
四
、
無
相
業
と
極
め
て
類
似
す
る
。

cf.
源
信
著
『
往
生
要
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
一
四
〇
頁
上
）

「
第
四
明
尋
常
念
相
者
此
有
多
種
。
大
分
為
四
。
一
定
業
。
謂
坐

禅
入
定
観
仏
。
二
散
業
。
謂
行
住
坐
臥
散
心
念
仏
。
三
有
相
業
。

謂
或
観
相
好
、
或
念
名
号
、
偏
厭
穢
土
、
専
求
浄
土
。
四
無
相

業
。
謂
雖
称
念
仏
、
欣
求
浄
土
、
而
観
身
土
即
畢
竟
空
、
如
幻

如
夢
、
即
体
而
空
、
雖
空
而
有
、
非
有
非
空
、
通
達
是
無
二
、

真
入
第
一
義
。
是
名
無
相
業
。
是
最
上
三
昧
。」

　

有
漏
・
無
漏
が
有
相
・
無
相
に
対
応
す
る
点
は
、『
往
生
要
集
』

「
大
門
第
十
問
答
料
簡
」
の
「
華
厳
経
の
偈
」
を
参
照
。

cf.
源
信
著
『
往
生
要
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
一
四
〇
頁
上
）

「
問
若
有
相
観
亦
見
仏
者
云
何
。
華
厳
経
偈
云
。
凡
夫
見
諸
法
、

但
随
於
相
転
、
不
了
法
無
相
、
以
是
不
見
仏
。
有
見
即
為
垢
。

此
則
未
為
見
、
遠
離
於
諸
見
、
如
是
乃
見
仏
」

「
凡
夫
見
諸
法
（
中
略
）
以
是
不
見
仏
」
の
出
典
は
、
実
叉
難
陀
訳

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』｢

昇
須
弥
山
頂
品
第
十
三｣

（『
大
正
蔵
』
十
、

No.
二
七
九
、
八
一
頁
下
十
九
～
二
十
行
）。「
有
見
即
為
垢
（
中
略
）

如
是
乃
見
仏
」
の
出
典
は
同
八
二
頁
中
十
九
～
二
十
行
。

　

こ
こ
に
は
、
相
を
見
る
こ
と
が
あ
れ
ば
垢
（
有
漏
）
と
な
る
。
相

に
対
す
る
諸
見
（
有
漏
）
を
離
れ
、
そ
の
よ
う
に
仏
を
見
な
さ
い
と

あ
る
の
で
、
有
相
か
ら
無
相
へ
の
観
を
、
有
漏
か
ら
無
漏
へ
の
観
と

読
み
替
え
て
差
し
支
え
な
い
。
成
田
〔
一
九
七
七
〕
二
頁
に
は
同

〔
一
九
七
六
〕
を
踏
ま
え
て
、『
奏
状
』
所
説
の
貞
慶
の
念
仏
義
を
以

下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

「
念
仏
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
も
、
彼
の
晩
年
の
作
で
あ
る
『
法

相
心
要
鈔
』
及
び
『
興
福
寺
奏
状
』
等
に
於
て
説
か
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
法
相
教
学
的
立
場
か
ら
の
理
解
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。」

　

貞
慶
著
『
心
要
鈔
』
の
念
仏
義
は
確
か
に
法
相
教
学
を
基
本
と
し

た
弥
勒
念
仏
で
あ
る
（
cf.
平
岡
〔
一
九
七
七
〕
二
〇
三
頁
、
二
二
四

頁
）。
し
か
し
上
記
『
往
生
要
集
』
と
の
対
応
の
点
か
ら
も
、「
ど
こ

ま
で
も
法
相
教
学
的
立
場
か
ら
の
理
解
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
貞

慶
の
浄
土
思
想
は
『
往
生
要
集
』
の
影
響
下
に
も
あ
る
と
も
い
え
る
。

○
「
し
か
ら
ば
口
に
名
号
を
唱
ふ
る
は
、
観
に
あ
ら
ず
、
定
に
あ
ら

ず
、
是
れ
念
仏
の
中
の
麁
な
り
浅
な
り
」

　
「
繋
念
」
と
「
観
念
」
と
を
承
け
た
表
現
。
例
え
ば
、
先
に
出
し

た
源
信
著
『
往
生
要
集
』
の
四
種
念
仏
説
で
は
、
念
仏
を
指
し
て

「
是
最
上
三
昧
」
と
い
う
。
貞
慶
は
専
修
者
の
念
仏
を
非
三
昧
系
の
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念
仏
、
非
正
統
の
念
仏
と
理
解
し
て
い
る
。
念
仏
と
三
昧
と
の
密
接

な
関
係
に
つ
い
て
は
櫻
部
〔
一
九
七
六
〕
を
参
照
。

○
「
観
念
を
以
て
本
と
し
て
、
下
口
称
に
及
び
、
多
念
を
以
て
先
と

し
て
、
十
念
を
捨
て
ず
。（
中
略
）
そ
の
導
き
易
く
生
じ
易
き
は
、

観
念
な
り
、
多
念
な
り
」

cf.
貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
第
六
念
仏
門
」「
不
能
念
者
観
念
為
本
故
。

称
名
復
念
。
故
得
三
昧
得
見
仏
也
。
善
導
和
尚
現
成
三
昧
。
専

勧
口
称
念
仏
」（『
大
正
蔵
』
七
一
、
No.
二
三
一
一
、
五
八
頁

上
）

cf.
善
〔
二
〇
〇
四
〕
五
二
三
頁

　

観
念
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
者
に
は
称
名
を
勧

め
る
。
そ
う
す
れ
ば
い
ず
れ
は
三
昧
を
得
て
、
見
仏
で
き
る
。
善
導

和
尚
は
事
実
、
そ
う
し
て
三
昧
発
得
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
和
尚

は
口
称
念
仏
を
奨
励
す
る
と
い
う
趣
旨
。

　

こ
う
し
た
初
学
者
と
熟
達
者
と
に
応
じ
た
「
念
仏
」
の
提
示
は

『
往
生
要
集
』
と
一
致
す
る
。『
往
生
要
集
』「
序
文
」「
是
故
依
念
仏

一
門
聊
集
経
論
要
文
。
披
之
修
之
易
覚
易
行
」（『
浄
全
』
十
五
・
三

七
頁
上
）、「
大
文
第
四
正
修
念
仏
」「
第
四
観
察
門
者
初
心
観
行
不

堪
深
奧
」（『
浄
全
』
十
五
・
七
九
頁
上
）、「
若
有
不
堪
相
好
、
或
依

帰
命
想
、
或
依
引
摂
想
、
或
依
往
生
想
、
応
一
心
称
念
」（『
浄
全
』

十
五
・
八
五
頁
下
）
と
あ
る
ご
と
し
。

cf.
拙
稿
〔
二
〇
一
一
〕
三
六
頁
註
十
六

　

ま
た
こ
の
他
、
法
然
著
『
選
択
集
』
第
五
章
に
、「
若
約
念
仏
分

別
三
輩
此
有
二
意
。
一
随
観
念
浅
深
而
分
別
之
、
二
以
念
仏
多
少
而

分
別
之
」（
cf.
『
昭
法
全
』
三
二
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
を

「
観
念
浅
深
」
と
「
称
念
多
少
」
と
に
分
け
る
や
り
方
は
一
般
的
に

あ
っ
た
よ
う
だ
。
問
題
は
そ
の
理
解
、
解
釈
に
あ
る
。

○
「
観
経
に
云
く
、「
も
し
人
苦
に
迫
め
ら
れ
て
、
念
仏
を
得
ざ
れ

ば
、
ま
さ
に
無
量
寿
仏
と
称
ず
べ
し
」
と
云
云
」

　

田
中
〔
一
九
七
一
〕
三
九
頁
註
に
出
典
を
出
す
。

cf.
『
観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
段
。「
如
此
愚
人
臨
命
終
時
、
遇

善
知
識
、
種
種
安
慰
、
為
説
玅
法
、
教
令
念
仏
、
此
人
苦
逼
、

不

迫
念
仏
、
善
友
告
言
、
汝
若
不
能
念
者
、
応
称
無
量
寿

仏
」（
cf.
『
聖
典
』
一
・
一
九
〇
頁
）

貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
第
六
念
仏
門
」
に
も
同
じ
教
証
が
引
用
さ
れ

る
。cf.

貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
第
六
念
仏
門
」「
観
無
量
寿
経
云
。
或
有

衆
生
作
不
善
業
五
逆
十
悪
具
諸
不
善
。
此
人
苦
逼
不

念
仏
、

善
友
告
言
、
汝
若
不
能
念
者
、
応
称
無
量
寿
仏
。
如
是
至
心
令

声
不
絶
」（『
大
正
蔵
』
七
一
、
No.
二
三
一
一
、
五
八
頁
上
）
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『
観
無
量
寿
経
』
の
引
用
は
草
稿
本
『
興
福
寺
奏
達
状
』
第
七

「
謬
軼
念
仏
奥
儀
之
極
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
対
応
す
る
『
奏
状
』

第
七
「
誤
念
仏
失
」
と
、
貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
第
六
念
仏
門
」
に

は
示
し
た
如
く
、
同
じ
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
証
が
確
認
で
き
る
。

共
通
す
る
教
証
の
利
用
か
ら
、『
心
要
鈔
』
と
『
奏
状
』
第
七
「
誤

念
仏
失
」
の
著
者
と
を
同
一
、
す
な
わ
ち
貞
慶
と
み
て
矛
盾
は
な
い
。

○
「
既
に
称
名
の
外
に
念
仏
の
言
あ
り
、
知
り
ぬ
、
そ
の
念
仏
は
心

念
な
り
、
観
念
な
り
。
か
の
勝
劣
両
種
の
中
に
、
如
来
の
本
願
、
寧

ぞ
勝
を
置
き
て
劣
を
取
ら
ん
や
」

　

法
然
著
『
選
択
集
』
第
三
章
の
勝
劣
義
で
は
、
念
仏
（
称
名
）
が

勝
、
余
行
が
劣
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
名
号
の
万
徳
所
帰
が

説
か
れ
る
。
こ
の
称
名
を
勝
と
す
る
立
場
は
、
貞
慶
の
立
場
と
正
反

対
で
あ
る
。

○
「
善
導
和
尚
発
心
の
初
め
、
浄
土
の
図
を
見
て
嘆
じ
て
云
く
、

「
た
だ
こ
の
観
門
、
定
め
て
生
死
を
越
え
ん
」
と
」

cf.
文
詵
、
少
康
著
『
往
生
西
方
浄
土
端
応
刪
伝
』
善
導
禅
師
第
十

二
「
唐
朝
善
導
師
。
姓
朱
。
泗
州
人
也
。
少
出
家
。
時
見
西
方

変
相
歎
曰
。
何
当
託
質
蓮
台
。
棲
神
浄
土
。
及
受
具
戒
。
妙
開

律
師
共
。
看
観
経
悲
喜
交
歎
乃
曰
。
修
余
行
業
。
迂
僻
難
成
。

定
超
生
死
」（
cf.
『
続
浄
全
』
十
六
・
五
頁
）

　
『
往
生
西
方
浄
土
端
応
刪
伝
』
を
澄
憲
、
な
ら
び
に
彼
の
甥
に
あ

た
る
貞
慶
は
使
用
す
る
（
cf.
善
〔〔
二
〇
〇
四
〕
五
二
三
頁
）。
引
用

傾
向
の
一
致
が
『
奏
状
』
に
も
確
認
で
き
る
。

○
「
念
仏
の
名
、
観
と
口
と
を
兼
ぬ
」

　

貞
慶
の
立
場
は
念
仏
を
観
念
と
も
称
念
と
も
い
う
。
し
か
し
こ
れ

は
、
法
然
が
念
仏
は
称
で
あ
り
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
、
善
導
の
本
意

で
あ
る
、
と
す
る
立
場
を
批
判
す
る
文
言
で
あ
る
。

○
「
観
経
付
属
の
文
」

　

田
中
〔
一
九
七
一
〕
三
九
頁
註
に
出
典
を
出
す
。

cf.
『
観
無
量
寿
経
』「
仏
告
阿
難
、
汝
好
持
是
語
、
持
是
語
者
、

即
持
無
量
寿
仏
名
」（
cf.
『
聖
典
』
一
・
一
九
三
頁
）

○
「
杭
を
守
る
儻
」

cf.
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
四
、
七
四
〇
頁

「（
中
国
の
宋
で
、
木
の
切
り
株
に
当
た
っ
て
死
ん
だ
う
さ
ぎ
を
得
た

農
夫
が
、
ま
た
、
う
さ
ぎ
を
得
よ
う
と
し
て
、
農
耕
を
や
め
て
株
を

見
張
っ
て
暮
ら
し
た
と
い
う
「
韓
非
子
―
五
蠹
篇
」
の
故
事
か
ら
）

意
味
の
な
い
古
い
こ
と
を
後
生
大
事
に
守
る
。
旧
習
に
こ
だ
わ
っ
て
、

臨
機
応
変
に
処
す
る
方
法
を
知
ら
な
い
こ
と
の
た
と
え
。」

○
「
た
と
ひ
ま
た
口
称
に
付
く
と
雖
も
、
三
心
能
く
具
し
、
四
修
闕

く
る
こ
と
な
き
、
真
実
の
念
仏
を
専
修
と
す
」
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「
専
修
」
観
の
相
違
点
か
ら
専
修
者
を
非
難
す
る
。
貞
慶
は
、
三

心
四
修
が
具
わ
っ
た
真
実
の
念
仏
こ
そ
「
専
修
」
で
あ
る
と
い
う
。

貞
慶
の
眼
か
ら
見
た
専
修
者
は
、
五
種
正
行
以
外
の
余
行
を
捨
て
る

こ
と
（
専
）、
た
だ
口
と
手
と
を
動
か
す
こ
と
（
修
）
と
に
特
化
し

た
「
専
修
」
と
批
判
。「
専
修
観
」
に
つ
い
て
は
平
〔
一
九
九
二
〕

一
九
二
～
一
九
六
頁
を
参
照
。

＊
貞
慶
が
「
三
心
四
修
」
を
出
す
点
に
つ
い
て

　

善
導
著
『
往
生
礼
讃
』
の
冒
頭
に
は
「
三
心
、
五
念
門
、
四
修
」

が
挙
げ
ら
れ
る
（
cf.
『
浄
全
』
四
・
三
五
四
～
三
五
六
）。
源
信
著

『
往
生
要
集
』
は
こ
の
立
場
を
承
け
て
い
る
（
cf.
『
浄
全
』
十
五
・

一
三
八
頁
）。
法
然
の
立
場
で
は
「
五
念
門
」
が
「
五
種
正
行
」
に

置
き
換
わ
る
。
正
定
業
の
称
念
を
中
心
と
し
た
「
三
心
、
四
修
」
で

あ
る
。
貞
慶
は
『
選
択
集
』
を
披
見
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
が

（
cf.
石
田
〔
一
九
六
六
〕
一
二
三
～
一
二
四
頁
）、
こ
こ
で
「
五
念

門
」
を
出
さ
ず
に
「
三
心
、
四
修
」
を
挙
げ
る
ご
と
く
、
風
評
と
し

て
は
専
修
者
の
立
場
を
、
あ
る
程
度
正
確
に
把
握
し
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

○
「
た
だ
余
行
を
捨
つ
る
を
以
て
専
と
し
、
口
手
を
動
か
す
を
以
て

修
と
す
」

　

貞
慶
の
目
か
ら
見
た
専
修
者
像
。
数
珠
を
く
り
な
が
ら
口
称
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
。
実
際
、
法
然
が
数
珠
を
奨
励
し
た
こ
と

は
『
東
大
寺
十
問
答
』
に
確
認
で
き
る
。

cf.
『
東
大
寺
十
問
答
』｢

必
ず
念
珠
を
持
つ
べ
き
也｣

、｢

念
珠
を

は
か
せ
に
て
、
舌
と
手
と
も
動
か
す
也｣

（『
昭
法
全
』
六
四
四

頁
）。

○
「
虚
仮
雑
毒
の
行
を
憑
み
、
決
定
往
生
の
思
ひ
を
作
さ
ば
、
寧
ぞ

善
導
の
宗
、
弥
陀
の
正
機
な
ら
ん
や
」

　

善
導
大
師
の
至
誠
心
説
に
拠
っ
て
、
専
修
者
の
立
場
を
「
虚
仮
雑

毒
の
行
」
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
正
し
い
善
導
理
解
に
立
っ
て
い

な
い
と
い
う
批
判
。

cf.
善
導
著
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」「
真
実
心
中
、
不
得
外
現
賢
善

精
進
之
相
内
抱
虚
仮
。
貪
瞋
耶
偽
奸
詐
百
端
悪
性
難
侵
。
事
同

蛇
蝎
、
雖
起
三
業
、
名
雑
毒
之
善
。
亦
名
虚
仮
之
行
。
不
名
真

実
業
」（『
浄
全
』
二
・
五
五
頁
下
）

　
「
善
導
宗
」
に
つ
い
て
は
、
聖
光
『
徹
選
択
集
』「
善
導
宗
意
於
万

法
中
取
名
号
一
法
」（『
浄
全
』
七
・
一
〇
七
頁
上
）、
同
『
末
代
念

仏
授
手
印
』「
善
導
宗
意
行
三
心
五
念
之
法
、
必
可
具
四
修
」（『
浄

全
』
七
・
一
〇
七
頁
上
）
等
の
用
例
が
あ
る
。
浄
土
宗
全
書
検
索
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
「
善
導
宗
」
で
検
索
し
た
結
果
、
法
然
門
下
で

は
先
の
聖
光
、
批
判
的
立
場
と
し
て
は
高
弁
の
著
作
に
多
く
確
認
で
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き
た
。

○
「
江
湖
の
浅
深
は
分
ち
難
く
、
行
道
の
遠
近
迷
い
易
し
」

　

対
句
表
現
。
石
田
瑞
麿
著
『
例
文
仏
教
語
辞
典
』（
小
学
館
、
二

七
七
頁
）
を
参
照
し
て
、「
江
湖
」
を
「
議
論
」
と
仮
に
理
解
し
た
。

禅
の
用
語
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
文
脈
は
議
論
と
実
践
、
合
わ

せ
て
仏
法
の
修
学
の
難
し
さ
を
譬
え
た
表
現
と
理
解
で
き
る
。
ち
な

み
に
道
昭
（
七
世
紀
の
人
）
は
南
都
に
法
相
を
伝
え
る
際
に
禅
も
伝

え
た
と
伝
承
さ
れ
る
。

○
「
諸
宗
の
性
相
」

　

こ
の
場
合
は
諸
宗
の
学
問
の
意
味
。
文
脈
は
専
修
者
の
偏
っ
た
学

問
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
。

○
「
こ
こ
に
わ
が
法
相
大
乗
宗
は
、
源
釈
尊
慈
氏
の
肝
心
よ
り
出
で

て
（
中
略
）
相
承
謬
る
こ
と
な
し
。
道
綽
、
善
導
の
説
た
り
と
雖
も
、

未
だ
依
憑
に
足
ら
ず
」

cf.
田
中
〔
一
九
七
一
〕
四
〇
頁
註

cf.
北
京
霊
泰
法
師
著
『
成
唯
識
論
疏
抄
』（『
卍
続
蔵
』
五
〇
、
No.

八
一
九
、
三
〇
八
頁
上
）「
然
唯
識
説
。
即
依
六
経
十
一
論
。

而
造
唯
識
論
故
。
彼
六
経
十
一
論
。
皆
是
本
経
本
論
也
」
六
経

と
は
、
華
厳
経
、
深
密
経
、
如
来
出
現
功
徳
荘
厳
経
、
阿
毘
達

磨
経
、
瑜
伽
経
、
厚
厳
経
。
十
一
論
と
は
、
瑜
伽
論
、
顕
揚
論
、

荘
厳
論
、
集
量
論
、
摂
論
、
十
地
論
、
分
別
瑜
伽
論
、
観
所
縁

縁
論
、
二
十
唯
識
論
、
弁
中
辺
論
、
集
論
で
あ
る
。

　

師
資
相
承
の
面
で
専
修
者
の
立
場
（
例
『
選
択
集
』
第
一
章

（『
昭
法
全
』
三
一
三
頁
））
は
イ
ン
ド
ま
で
遡
れ
ず
、
弱
い
と
批
判

す
る
。

○
「
し
か
れ
ど
も
彼
も
ま
た
三
昧
発
得
の
人
た
り
」

　

貞
慶
は
『
選
択
集
』
を
披
閲
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
点
か
ら
も
、

永
観
著
『
往
生
拾
因
』
が
原
拠
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
（
cf.

石
田
〔
一
九
六
六
〕
一
二
一
頁
）。

cf.
永
観
著
『
往
生
拾
因
』（『
浄
全
』
十
五
・
三
八
四
下
）

「
善
導
和
尚
云
、
若
得
口
称
三
昧
者
、
心
眼
即
開
見
彼
浄
土
一
切

荘
厳
。
已
上
。
和
尚
既
是
れ
三
昧
発
得
之
人
也
」

　

上
記
出
典
に
つ
い
て
は
、
加
藤
弘
孝
氏
に
御
教
示
頂
い
た
。

cf.
貞
慶
著
『
心
要
鈔
』「
不
能
念
者
観
念
為
本
故
。
称
名
復
念
。

故
得
三
昧
得
見
仏
也
。
善
導
和
尚
現
成
三
昧
。
専
勧
口
称
念

仏
」（『
大
正
蔵
』
七
一
、
No.
二
三
一
一
、
五
八
頁
上
）。

○
「
互
に
会
通
を
求
め
て
、
乖
諍
を
好
む
こ
と
な
か
れ
」

　

専
修
者
と
の
間
で
会
通
点
を
探
り
、
背
き
あ
い
争
う
こ
と
を
諫
め

た
提
言
。『
奏
状
』
冒
頭
や
、「
副
」
で
の
「
源
空
、
一
門
に
偏
執
」

等
に
見
ら
れ
る
激
し
い
非
難
と
は
趣
き
が
異
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
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て
は
、
例
え
ば
貞
慶
教
学
を
継
承
し
た
良
遍
（
一
一
九
四
―
一
二
五

二
）
に
よ
る
「
不
二
論
」
が
直
接
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
参
考
に
は

な
ろ
う
。
彼
は
法
相
教
学
の
新
た
な
展
開
の
た
め
、
法
相
宗
と
三
論

宗
と
の
会
通
融
和
を
は
か
っ
た
「
不
二
論
」
を
展
開
す
る
（
cf.
鎌
田
、

田
中
〔
一
九
七
一
〕
五
三
六
頁
）。
善
裕
昭
氏
に
御
教
示
頂
い
た
。

主
な
参
考
文
献
（
副
題
省
略
）

石
田
充
之
『
鎌
倉
浄
土
教
成
立
の
基
礎
研
究
』（
百
華
苑
、
一
九
六

六
）、
鎌
田
茂
雄
、
田
中
久
夫
校
注
『
鎌
倉
旧
仏
教
』（「
日
本
思
想

体
系
」
十
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）、
楠
淳
證
「
龍
谷
大
学
図

書
館
禿
氏
文
庫
蔵
『
興
福
寺
奏
状
』
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
大
学
佛
教

文
化
研
究
所
紀
要
』
四
八
、
二
〇
〇
九
）、
工
藤
量
導
『
迦
才
『
浄

土
論
』
と
中
国
浄
土
教
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
）、
櫻
部
建
「
念
仏

と
三
昧
」（『
奥
田
慈
應
先
生
喜
寿
記
念　

仏
教
思
想
論
集
』、
春
秋

社
、
一
九
七
六
）、
末
木
文
美
士｢

源
空
浄
土
教
と
そ
の
批
判｣
（
田

村
圓
澄
、
田
村
芳
郎
編
『
仏
教
内
部
に
お
け
る
対
論　

日
本
』（「
仏

教
思
想
史
」
五
）、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
二
）、
善
裕
昭
「
中
世
山

門
史
料
と
善
導
」（
伊
藤
唯
真
編
『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
開
』、
法

蔵
館
、
二
〇
〇
二
）、
同
「
安
居
院
澄
憲
の
善
導
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
髙
橋
弘
次
先
生
古
稀
記
念
論
集　

浄
土
学
佛
教
学
論
叢
』
一
、
山

喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
四
）、
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』

（
塙
書
房
、
一
九
九
二
）、
中
御
門
敬
教
「
法
然
上
人
に
よ
る
観
念
」

（
佛
教
大
学
『
仏
教
学
部
論
集
』、
二
〇
一
一
）、
成
田
貞
寛
「
法
然

の
専
修
念
仏
義
成
立
の
波
紋
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
二
二
、
一
九
七

六
）、
同
「
南
都
浄
土
教
に
お
け
る
善
導
教
学
の
受
容
」（『
仏
教
文

化
研
究
』
二
三
、
一
九
七
七
）、
同
「
南
都
聖
道
諸
師
の
善
導
観
」

（『
佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
九
、
一
九
八
一
）、
平
岡
定
海

『
日
本
弥
勒
浄
土
思
想
展
開
史
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七
七
）、

米
澤
実
江
子
「
法
然
浄
土
教
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
背
景
」（
佛
教

大
学
総
合
研
究
所
編
『
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
）

（
附
記
）　

知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
の
諸
氏
に
種
々
の
御
教
示
を
頂

い
た
。
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絵
師
高
田
敬
輔
と
そ
の
作
品

―
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
と
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
を
中
心
と
し
て
―

	

林　
　

竹　

人

は
じ
め
に

　
「
選
択
集
十
六
章
之
図
）
1
（

」
は
、
法
然
浄
土
教
の
根
本
教
義
『
選
択

本
願
念
仏
集
』
の
十
六
章
各
章
を
絵
画
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
上

段
中
心
部
に
、
第
七
章
「
摂
取
章
」
の
阿
弥
陀
仏
が
光
明
を
十
方
に

放
ち
、
念
仏
者
を
摂
取
不
捨
す
る
姿
を
配
し
、
周
り
に
は
各
章
の
真

義
を
象
徴
的
に
絵
画
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
為
し
た
の
が
、

近
江
の
絵
師
法
眼
高
田
敬
輔
で
あ
る
。
絵
画
化
が
正
徳
三
年
（
一
七

一
三
）、
翌
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
開
版
で
あ
る
。
さ
ら
に

同
年
、
浄
土
宗
所
依
の
経
典
『
無
量
寿
経
』
を
も
と
に
中
台
部
分
に

極
楽
浄
土
を
、
そ
の
四
縁
を
十
九
の
絵
相
に
区
分
け
し
表
現
し
た

「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
）
（
（

」
が
あ
る
。　　

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
二
軸
の
曼
荼
羅
の
概
要
と
、
そ
の
制
作
背

景
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
師
高
田
敬
輔
が
描
く
《
浄
土
の
世
界
》

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

今
回
は
、
こ
の
図
絵
を
制
作
し
た
絵
師
高
田
敬
輔
に
つ
い
て
、
先

行
研
究
か
ら
人
物
像
や
主
な
画
業
を
み
な
が
ら
、
そ
の
人
と
な
り
を

探
る
と
と
も
に
、
各
宗
の
僧
侶
や
各
寺
院
と
の
広
範
囲
に
わ
た
る
仏

教
的
環
境
の
豊
か
さ
を
探
り
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
浄
土
宗
の
基
本

的
な
素
養
を
与
え
た
良
照
義
山
）
（
（

の
存
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。

一
、
絵
師
高
田
敬
輔
の
生
涯

　

高
田
敬
輔
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
最
も
詳
細
に
記
す
の
は
、『
敬

輔
画
譜
）
4
（

』
で
あ
る
。
冒
頭
、
老
泉
戒
如
に
よ
る
「
高
田
敬
輔
翁
畧

傅
」
に
、
近
江
日
野
郷
の
生
ま
れ
、
名
を
隆
久
、
後
に
敬
輔
と
号
し
、

幼
少
か
ら
絵
が
得
意
。
長
じ
て
狩
野
永
敬
に
師
事
し
、
仁
和
寺
の
法
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親
王
に
仕
え
て
高
田
豊
前
大
目
と
称
し
、
藤
原
の
姓
を
賜
り
、
数
年

致
仕
し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
京
や
畿
内
に
頻
繁
に
旅
し
、
一
時
、
洛

東
の
小
松
谷
に
寓
居
し
、
主
の
慈
光
師
と
善
く
交
っ
た
こ
と
。
寺
中

の
障
壁
画
は
み
な
敬
輔
が
描
き
、
ま
た
別
に
五
百
羅
漢
や
水
墨
や
小

像
も
描
い
た
が
奇
観
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
素
か
ら
仏
理
を
愛

し
、
峨
山
の
鳳
潭
師
に
拝
謁
し
、
華
頂
の
義
山
師
に
も
見
え
、
深
く

浄
理
に
通
じ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
文
で
扱
う
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
と
「
無
量
寿
経
曼
荼

羅
」
の
作
成
に
つ
い
て
は
、

正
徳
中　

作
選
擇
集
十
六
章
圖　

山
師
一
觀
而
謂
之
曰　

善
哉　

是
擧
也　

深
得
集
中
之
趣

又
作
無
量
壽
経
曼
荼
羅
是
圖
区
別
彰
一
経　

始
末
宛
然
如
對
経
文	

山
師
掲
之
壁
間　

拱
手　

嘆
曰　

公
以
画
作
佛
事
者
耶

と
あ
り
、「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
は
正
徳
年
間
に
作
ら
れ
た
も
の

で
、
義
山
師
が
一
見
し
て
善
し
と
し
、
集
中
に
は
趣
が
あ
り
挙
げ
て

も
よ
い
と
謂
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
良
照
義
山
か
ら
賛
辞
を
受
け

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
に
つ
い
て
も
、
壁
間
に
掲
げ
て

拱
手
し
て
詠
嘆
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
同
様
に
賞
賛
と
許

諾
を
得
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

皇
太
后
尓
命
作
十
六
章
圖　

圖
成
獻
之　

厚
加
褒
賞　

由
是　
　

世
人
益
知
君
之
非
庸
流
也

　

皇
太
后
に
命
じ
ら
れ
て
「
十
六
章
之
圖
」
を
作
り
、
献
上
し
た
と

こ
ろ
厚
く
褒
賞
を
得
、
さ
ら
に
、
世
人
の
益
に
な
っ
た
こ
と
。

　

そ
し
て
、

仁
和
寺
法
親
王　

特
召
為
天
下
和
順
圖
是
尓
壽
経
中
事
具
状
天
下
和
順
日
月
清

明
國
豊
民
安
崇
徳
興
仁
務
修
禮
譲
態
之　

賞
賜
尤
渥　

命
叙
法
橋
位　

無
幾
又
轉
法
眼　

自
後
稱
高
田　

法
眼

　

仁
和
寺
の
法
親
王
か
ら
召
さ
れ
て
「
天
下
和
順
圖
」
を
描
い
た
こ

と
か
ら
法
橋
に
叙
位
、
間
も
な
く
法
眼
に
も
叙
さ
れ
、
そ
の
後
高
田

法
眼
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

先
是　

皇
女
林
丘
尼
公
尤
重
壽
経
曼
荼
羅　

因
親
書
章
段
於　

圖
間　

又
請
縁
山
察
公
題
賛
其
上

遂
白
官
印
頒
于
世		

是
圖
併
十
六
章
圖
延
享
中

鏤
于
梓
令
現
藏
郷
信
樂
院	

時
人
榮
之　

又
有
二
河
白　

道
図

　

ま
た
、
林
丘
尼
公
が
「
壽
經
曼
荼
羅
」
を
重
ん
じ
、
章
段
に
親
書

し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
縁
山
察
公
に
題
賛
を
要
請
し
、
官
に
申
し
出

て
世
に
印
頒
し
た
（
こ
の
図
と
十
六
章
図
を
併
せ
て
延
享
中
に
鏤
み
、

版
木
は
故
郷
の
信
樂
院
に
現
蔵
す
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
二
河
白
道
図
」
も
あ
る
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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君
延
寶
甲
寅
生　

寶
暦
乙
亥
終　

壽
八
十
有
二

　

そ
し
て
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
八
十
二
歳
で
没
し
て
い
る
こ

と
か
ら
生
年
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
で
あ
る
。

　
「
高
田
敬
輔
翁
略
傅
」
の
記
述
か
ら
、
二
つ
の
曼
荼
羅
に
に
つ
い

て
最
も
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
の
が
良
照
義
山
で
あ
り
、
皇
太

后
（
東
山
天
皇
中
宮
、
承
秋
門
院
）、
仁
和
寺
の
法
親
王
（
仁
和
寺

第
二
十
五
世
慈
仁
）、
皇
女
林
丘
尼
公
（
霊
元
天
皇
皇
女
、
林
丘
寺

二
世
）、
縁
山
察
公
、
峨
山
鳳
潬
、
小
松
谷
の
慈
光
ば
か
り
か
、
縁

山
仏
心
院
、
礫
川
伝
通
院
、
本
所
羅
漢
寺
、
日
野
信
楽
院
、
老
泉
戒

如
等
の
諸
宗
の
高
僧
や
関
係
寺
院
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
広

範
な
親
交
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
画
風
は
、
白
井
華
陽
の
『
畫
乘
要
略
）
5
（

』
に
、
人
物

は
善
く
、
模
倣
せ
ず
独
自
の
画
風
で
描
き
、
そ
の
画
は
流
灑
で
力
が

み
な
ぎ
り
、
壮
年
に
は
京
や
摂
州
を
巡
り
、
最
も
名
を
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
。
越
後
の
呉
俊
明
と
並
ん
で
、
画
壇
の
一
派
を
な

し
、
柴
田
義
菫
が
言
う
に
は
、
敬
輔
も
呉
俊
明
も
田
舎
に
居
て
自
己

満
足
す
る
こ
と
な
く
都
会
で
活
動
し
た
な
ら
ば
、
著
名
な
狩
野
山
楽

や
海
北
友
松
等
と
ひ
け
を
と
ら
な
い
画
業
を
果
た
す
ほ
ど
の
実
力
を

も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。　

ま
た
、『
續
近
世

畸
人
傳
）
（
（

』
に
は
、
近
江
日
野
の
薬
屋
の
子
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
若
い

頃
か
ら
御
室
御
所
（
仁
和
寺
）
に
奉
仕
し
、
専
ら
画
を
描
く
こ
と
を

好
ん
だ
こ
と
。
そ
の
頃
、
画
に
長
じ
た
浄
福
寺
の
古
澗マ
マ

（
礀
）
に
水

墨
画
を
学
び
、
狩
野
派
の
極
彩
色
の
画
法
や
絵
も
学
び
、
後
に
一
家

を
な
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

二
、
絵
師
高
田
敬
輔
の
主
な
画
業

　

こ
の
よ
う
な
高
田
敬
輔
は
、
四
十
歳
で
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」、

翌
年
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
を
作
成
後
、
六
十
歳
頃
ま
で
の
作
品
が

見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
降
は
、
仏
画
は
勿
論
の
こ
と
水
墨
画
の

技
法
を
取
り
入
れ
た
山
水
画
、
神
仙
図
、
動
物
画
、
植
物
画
、
天
井

画
な
ど
様
々
な
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。
中
で
も
特
に
、
現
存
す
る

仏
画
を
取
り
上
げ
る
と
、

●

「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
正
徳
三
年
〈
一
七
一
三
〉
四
十
歳

●

「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
正
徳
四
年
〈
一
七
一
四
〉
四
十
一
歳

●

「
天
下
和
順
圖
」
享
保
十
八
年
〈
一
七
三
三
〉
六
十
歳

＊
「
法
橋
」
位
に
叙
任
。
享
保
二
十
年
〈
一
七
三
五
〉
六
十
二
歳

●

「
八
相
涅
槃
図
」「
仏
涅
槃
圖
」
六
十
二
～
六
十
九
歳
の
作
。

●

「
釈
迦
・
阿
難
・
迦
葉
図
」
元
文
五
年
〈
一
七
四
〇
〉
六
十
七　

歳

＊
「
法
眼
」
位
に
叙
任
。
寛
保
二
年
〈
一
七
四
二
〉
六
十
九
歳
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●

信
楽
院
天
井
画
「
八
大
竜
王
図
」「
韋
駄
天
図
」
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
七
十
歳

●

「
釈
迦
三
尊
像
」
寛
保
四
年
〈
一
七
四
四
〉
七
十
一
歳
。

●

「
阿
弥
陀
来
迎
図
」
法
眼
叙
任
後
、
寛
保
四
年
頃
の
作
か
。

●

「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
息
三
敬
が
版
刻
。
延
享
二
年
〈
一
七
四　

五
〉
七
十
二
歳

●

「
釈
迦
三
尊
像
」
寛
延
三
年
〈
一
七
五
〇
〉
七
十
七
歳

の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
浄
土
宗
と
つ
な
が
り
が
深
い
作
品
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
、「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
と 

　
　
　
　
　
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
の
種
類
と
研
究
史

　
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
と
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
研
究
が
あ

る
の
か
み
る
と
、

（
一
）「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
に
つ
い
て

＊
そ
の
種
類
は
、

①
「
選
擇
集
十
六
章
之
圖
」
紙
本
摺
印
着
色
（
一
一
二･

八
×
五

〇
・
六
）　

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館

②
「
選
擇
集
十
六
章
之
圖
」
紙
本
摺
印
（
一
一
四･

三
×
五
六
・

二
）　

妙
泉
寺

③
「
選
擇
曼
荼
羅
尊
像
」
絹
本
着
色
（
一
三
七･

〇
×
六
八
・

〇
）　

知
恩
寺
第
五
十
八
世
光
誉
慈
専
の
模
写
版
。　

知
恩
寺

④
「
選
択
集
十
六
章
之
圖
」
銅
版
印
刷
（	

六
四
・
二
×
四
四
・

六
）　

豊
田
愛
山
堂
版
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）　

佛
教

大
学
図
書
館

＊
そ
の
解
説
書
は
、

①
『
選
択
集
十
六
章
図
説
）
（
（

』
湖
月
著
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）　

「
書
林
今
井
重
左
右
エ
門
」
版
の
「
選
擇
集
十
六
章
之
圖
」
を

湖
月
が
解
説
。

②
『
選
択
集
十
六
章
之
圖
略
解
）
（
（

』
堀
尾
貫
務
著　

明
治
二
十
三　

年
（
一
八
九
〇
）「
豊
田
愛
山
堂
」
開
版
の
銅
版
『
選
択
集　

十
六
章
之
圖
』
を
堀
尾
貫
務
が
解
説
。　

　

な
お
関
連
書
と
し
て
、『
通
俗
圖
繪
選
択
本
願
念
佛
集
）
（
（

』
京
都
二

尊
院
刊　

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
西
山
派
の

慈
門
專
阿
の
和
字
、
挿
図
は
、
高
田
敬
輔
画
の
表
記
が
無
い
が
、
敬

輔
原
画
と
図
相
が
酷
似
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
圖
画
和
字
選
擇
集
）
11
（

』
沢
田
吉
左
衛
門
刊　

延
享
元
年

（
一
七
四
四
）
に
は
、
関
通
の
和
字
、
挿
図
は
高
田
敬
輔
の
原
画
と

は
全
く
異
な
っ
た
和
様
の
絵
相
を
画
僧
忍
海
が
描
い
て
お
り
、
そ
の
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解
説
書
と
し
て
『
雲
介
子
關
通
全
集　

第
五
巻
）
11
（

』
が
あ
る
。　

こ
の

よ
う
に
、
高
田
敬
輔
開
版
の
一
部
変
形
版
や
模
写
版
な
ど
の
掛
幅
が

数
種
類
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
関
連
書
も
数
点
あ
る
こ
と
か
ら
「
選
択

集
十
六
章
之
図
」
の
十
六
章
各
章
ご
と
に
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
制
作
背
景
や
意
図
、
経
緯
、
各
章
の
捉
え
方
等
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
二
）「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
に
つ
い
て

＊
そ
の
種
類
は
、

①
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
紙
本
摺
印
（
一
五
六
・
六
×
六
八
・

八
）　

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
信
楽
院
蔵
版　

佛
教
大
学
図

書
館
蔵

②
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
紙
本
摺
印
（
一
四
三
・
〇
×
六
七
・

五
）　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
願
壽
寺
蔵
版　

佛
教
大
学
図

書
館
蔵

等
が
あ
り
、
延
享
二
年
版
と
天
保
六
年
版
を
対
照
す
る
と
、
共
通
点

は
、
高
田
敬
輔
の
開
版
の
図
相
が
全
面
的
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
と
い
う
題
字
の
書
体
が
異
な
る
こ
と
、「
林
丘

寺
二
世
松
領
元
秀
」
に
よ
る
章
段
書
き
入
れ
の
『
無
量
寿
経
流
通

文
』
の
経
文
に
異
字
や
欠
字
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
書
き
入
れ
を
し
た
「
林
丘
寺
二
世
松
領
元
秀
」
を
通

し
て
、
敬
輔
と
仁
和
寺
、
後
水
尾
天
皇
等
の
皇
族
、
良
照
義
山
、
京

狩
野
派
四
代
目
永
敬
等
と
の
関
連
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
の
詳
細
に
亘
る
解
説
書
と
し
て

『
大
経
曼
荼
羅
開
壇
記
）
1（
（

』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
縁
山
三
大
藏
目
録
）
1（
（

』

を
編
集
し
た
増
上
寺
知
蔵
の
隨
天
）
14
（

が
著
し
た
も
の
で
、
個
々
の
図
相

や
典
拠
が
明
確
に
記
さ
れ
、
曼
荼
羅
理
解
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
た
め
、

良
照
義
山
の
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
）
15
（

』、『
當
麻
曼
陀
羅
述
奨
記
）
1（
（

』
は
、

「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
と
「
當
麻
曼
陀
羅
」
の
「
中
台
」
部
分
の
極

楽
浄
土
に
つ
い
て
、
共
通
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
田

敬
輔
と
良
照
義
山
が
教
授
し
た
と
す
る
こ
と
の
関
連
性
を
探
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
書
と
な
っ
て
い
る
。

さ
い
ご
に

　

以
上
、
高
田
敬
輔
が
開
版
し
た
二
つ
の
曼
荼
羅
は
、
様
々
な
形
で

各
方
面
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
は
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
絵
画
表
現

し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
般
衆
生
に
視
覚
か
ら
受
け
容
れ
や
す
い
曼
荼

羅
化
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
読
み
や
す
い
「
和
字
本
」
の
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各
章
ご
と
の
挿
図
の
基
本
図
相
と
し
て
発
展
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
『
観
無
量
寿
経
』

に
基
づ
く
「
當
麻
曼
陀
羅
」
が
描
く
《
浄
土
の
世
界
》
に
加
え
て
、

『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
《
浄
土
の
世
界
》
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
隨
天
の
『
大
経
曼
荼
羅
開
壇
記
』
を
端
緒
に
、
真
言
宗

の
学
僧
諦
忍
の
『
坐
具
顕
正
録
）
1（
（

』『
獅
子
林
漫
筆
）
1（
（

』
と
震
純
の
『
弾

坐
具
顕
正
録
）
1（
（

』
を
通
し
て
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
特
に

『
獅
子
林
漫
筆
』
に
は
、

今
此
大
経
曼
荼
羅
ハ
蕐
頂
義
山
指
南
シ
テ
敬
輔
ニ
画
シ
ム
ル
所

ナ
リ　

義
山
元
來
文
盲
ニ
シ
テ
不
ル

レ
知
ラ

レ
律
ヲ　

故
ニ
如
ノ

レ
是

ノ
紕
謬
ア
リ
（
中
略
）

隨
天
夢
ニ
モ
此
事
ヲ
知
ラ
ス　

却
テ
不
正
義
ヲ
演
口
ス
ル
ハ　
　

老
耄
ノ
甚
シ
キ
ナ
リ
（
後
略
）

と
「
義
山
」「
敬
輔
」「
隨
天
」
を
名
指
し
で
、「
文
盲
」「
老
耄
」
と

批
難
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
諦
忍
が
自
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に
、「
此
大
経
曼
荼
羅
ハ
蕐

頂
義
山
指
南
シ
テ
敬
輔
ニ
画
シ
ム
ル
所
ナ
リ
」
と
他
宗
の
立
場
で
あ

り
な
が
ら
、
良
照
義
山
と
高
田
敬
輔
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
明
確
に

言
及
し
、
そ
の
存
在
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
選
択
集
十
六
章
之
図
」「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
は
、

絵
師
高
田
敬
輔
が
独
自
に
描
い
た
曼
荼
羅
で
は
な
く
、
江
戸
中
期
の

浄
土
宗
典
籍
研
究
第
一
人
者
の
良
照
義
山
の
教
授
の
も
と
に
、
教
義

理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
の
画
図
資
料
と
し
て
、
存
在
価
値
が
あ
り
、

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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1
「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
紙
本
摺
印
着
色
（
九
七
・
四
×
四
九
・
三
）

＊
上
記
図
絵
（
林
個
人
蔵
）
に
は
、「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
の
制
作
経
緯
を

記
す
銘
文
欄
が
無
い
が
、
高
田
敬
輔
開
版
の
図
絵
に
は
左
記
内
容
の
銘
文
が

図
相
最
下
段
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。

《「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
の
制
作
経
緯
を
記
す
銘
文
》

選
擇
集
者
蓋
淨
業
者
之
龜
鏡
也　

予
常
置
二

之
座
右
一

以
自
護
二

心
行
一

也　

有
レ

年
矣　

夫
耳
目
之
接
レ

物
也　

各
有
レ

感
二

發
其
心
一

而
目
之
接
レ

物
也　

最
易
二
感
發
一
而
物
又
莫
レ
善
二
於
畫
圖
一
也
人
或
有
下
對
二
泥
梨
之
圖
一
則
悚
然

畏
懼
忽
生
二
懺
摩
之
心
一
者
上
或
有
下
看
二
樂
土
之
變
一
則
莞
爾
進
趣
俄
欲
レ
遊
二

其
境
一

者
上

則
豈
非
下

目
之
接
レ

物
也　

最
易
二

感
發
一

而
物
又
莫
上

善
二

於
畫

圖
一
也
耶　

予
昨
歳
選
擇
一
部
十
有
六
章
毎
章
形
容
入
二
之
畫
圖
一
都
為
二
一

軸
一
以
掛
二
窓
壁
一
雖
レ
無
二
虎
頭
之
妙
手
一
聊
倣
二
陳
氏
之
巧
思
一
今
秋
偶
遊
二

京
師
一
之
次
自
携
示
二
華
頂
山
公
一
公
一
瞩
欣
賞
曰
善
哉　

子
之
有
二
為
人
之

佳
趣
一
也　

盍
レ
為
レ
壽
レ
棃　

予
唯
々
而
去　

遂
従
二
其
言
一	

付
二
之
剞
劂
一　

世
之
譏
與
レ
稱　

於
レ
予
如
二
越
人
肥
瘠
一
也

正
徳
甲
午
季
冬
近
州
蒲
生
日
野
高
田
敬
輔
題
於
平
安
旅
寓
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（
「
無
量
寿
経
曼
荼
羅
」
紙
本
摺
印
着
色
（
一
四
三
・
七
×
六
七
・
五
）

※
上
記
図
絵
（
林
個
人
蔵
〈
天
保
六
年
版
〉）
に
は
無
い
が
、
高
田
敬
輔
開
版

〈
延
享
二
年
〉
に
は
、
最
上
段
に
増
上
寺
大
僧
正
連
察
に
よ
る
左
記
の
題
賛
、

右
縁
下
部
、
左
縁
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
款
記
が
あ
る
。
ま
た
、
延
享
二
年
開
版

と
天
保
六
年
版
に
は
、「
元
秀
尊
尼
」
書
き
入
れ
の
経
文
に
異
字
や
欠
字
が

あ
り
、《
無
量
壽
經
曼
荼
羅
》
の
題
字
に
も
書
体
の
異
な
り
が
み
ら
れ
る
。

＊
《
題
字
の
上
段
の
増
上
寺
大
僧
正
連
察
に
よ
る
題
賛
》

稽
首
西
方
朝
宗
處
爛
然
後
素
聞
霊
知
河
沙
聖
凢
休
分

辨
升
陰
莊
嚴
各
々
竒
到
頭
只
勧
蓮
蕐
藏
趣
向
阿
堵
返

照
時
即
象
珍
重
見
無
象
事
在
至
勲
那
有
涯

　
　
　
　

増
上
寺
大
僧
正　

連
察
敬
賛

于
時
延
享
乙
丑
冬
十
月

＊
《
右
縁
下
部
款
記
の
無
量
寿
経
曼
荼
羅
并
流
通
文
者
林
丘
寺
宮
松
領
元
秀
御

筆
》
と
あ
る
「
無
量
寿
経
」
流
通
文
の
書
き
入
れ
の
経
文
に
一
字
異
字
、
三

字
欠
字
あ
り
。

【
　
此
（
異
字
）　

故
我
法
　
如
（
三
文
字
欠
字
）

是
作
　
如
是
説
　
如
是
教
　
應
當
信
順 

如
法
修
行
】	

	

←	

←	

《
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
江
州
日
野
信
楽
院
版
》

【
　
是
（
正
字
）　
故
我
法
　
如
（
三
文
字
正
字
）

是
作
　
如
是
説
　
如
是
教
　
應
當
信
順 

如
法
修
行
】

《
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
江
都
淺
草
願
壽
寺
版
》

＊
《
左
縁
下
部
の
制
作
経
緯
を
記
す
款
記
》

【
此
曼
荼
羅
者
正
徳
甲
午
初
秋
家
翁
法
眼
敬
輔
経
華
頂
義
山
長
老
之
検
閲
而
自

画
今
在
延
享
仲
冬
雕
刻
流
行
于
世
之

　

江
州
日
野
町　

高
田
三
敬
梓　

信
楽
院
藏
】	

法藏菩薩の
発願と修行
7,
6,
5,
4,
3,
2,
1,

浄土の荘厳 貪 瞋 愚 過
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（　

珂
然
『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要
解
』
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）

4　

老
泉
戒
如
「
高
田
敬
輔
翁
畧
伝
」（
谷
田
輔
長
『
敬
輔
画
譜
』）　

文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）

5　

白
井
華
陽
『
畫
乘
要
略
』	

巻
二　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

（　

三
熊
思
孝
編
纂
・
伴
蒿
蹊
校
閲
『
續
近
世
畸
人
傅
』
第
五
巻　

寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）

（　

湖
月
『
選
択
集
十
六
章
図
説
』
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）

（　

堀
尾
貫
務
『
選
択
集
十
六
章
之
図
略
解
』
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）

（　

慈
門
專
阿
『
通
俗
圖
繪
選
択
本
願
念
佛
集
』
二
尊
院
刊　

延
享
元
年
（
一

七
四
四
）

11　

関
通
和
字
、
忍
海
画
『
圖
画
和
字
選
擇
集
』
澤
田
吉
左
エ
門
刊　

延
享
元

年
（
一
七
四
四
）

11　
「
向
誉
上
人
行
状
聞
書
第
六
巻
」（
雲
介
子
関
通
全
集
第
五
巻　

轉
法
輪
寺

蔵
版
）
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

1（　

隨
天
『
大
経
曼
荼
羅
開
壇
記
』
澤
田
吉
左
衛
門
刊　

安
永
九
年
（
一
七
八

〇
）

1（　

隨
天
『
縁
山
三
大
藏
目
録
』（
増
上
寺
の
宋
本
、
元
本
、
高
麗
本
の
三
大

藏
経
を
対
照
し
た
目
録
。）
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）

14　

隨
天
（
増
上
寺
知
蔵
と
し
て
、
延
享
二
年
〈
一
七
四
五
〉
九
月
よ
り
寛
延

二
年
〈
一
七
四
九
〉
八
月
ま
で
在
職
、『
縁
山
三
大
藏
目
録
』
等
を
編
集
）

15　

良
照
義
山
『
無
量
寿
経
隨
聞
講
録
』（
浄
全
第
十
四
巻
）

1（　

良
照
義
山
『
當
麻
曼
荼
羅
述
獎
記
』
今
井
重
左
衛
門
刊　

元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）　

1（　

諦
忍
『
坐
具
顕
正
録
』
澤
田
吉
左
衛
門
刊　

宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）

1（　

諦
忍
『
獅
子
林
漫
筆
』
八
事
山
興
正
寺
八
事
文
庫　

天
明
五
年
（
一
七
八

五
）

1（　

震
純
（
明
和
二
年
頃
、
浄
土
宗
増
上
寺
学
寮
袋
谷
の
学
頭
、
蓮
馨
寺
二
十

八
世
雄
蓮
社
絃
誉
震
純
）『
弾
坐
具
顯
正
録
』
写
本　

大
谷
大
学
図
書
館　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）	
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白
河
義
の
思
想
に
つ
い
て

前　

島　

信　

也

　

法
蓮
房
信
空
上
人
（
以
下
諸
師
の
敬
称
略
）
は
、
法
然
門
下
の
中

で
最
も
長
く
法
然
に
仕
え
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
信

空
自
身
の
著
作
は
現
在
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
浄
土
宗
系
の
書
籍
に

断
片
的
に
そ
の
思
想
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
今
発
表
で
は
、
こ

の
信
空
（
白
河
義
）
1
（

）
の
思
想
に
つ
い
て
調
査
と
考
察
を
行
な
う
。

　

信
空
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
塚
本
善
隆
・
三
谷
光
順

「
法
蓮
房
信
空
上
人
の
研
究
」、
吉
田
清
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研

究
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
等
を
参
考
に
白
河
義
を
抽
出
し
、

そ
の
思
想
の
特
徴
的
な
点
を
考
察
し
、
法
然
・
鎮
西
義
の
思
想
と
の

比
較
を
行
う
。

一　

断
片
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
白
河
義
の
抽
出

　

一
・
一　

諸
典
籍
に
著
わ
さ
れ
る
、
信
空
の
法
語
調
査

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
一
三
〇
〇
年
前
後
ま
で
に
成
立
し
た
典

籍
、
特
に
以
下
の
物
を
中
心
に
行
う
。

　

敬
西
房
信
瑞）

（
（

著
『
明
義
進
行
集
』）

（
（

・
敬
西
房
信
瑞
著
『
広
疑
瑞
决

集
』）

4
（

・
良
忠
著
作
『
伝
通
記
』
等
・
良
忠
門
下
著
作
『
和
語
灯
録
』

等
・『
一
言
芳
談
』）

5
（

・『
祖
師
一
口
法
語
』）

（
（

　

こ
れ
ら
を
中
心
に
資
料
を
作
成
し
、
そ
れ
を
基
に
整
理
・
考
察
を

行
な
う
。

　

一
・
二　

白
河
義
の
思
想
の
整
理

　

抽
出
し
た
思
想
を
内
容
で
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

念
仏
の
修
し
方
・
一
五
ヵ
所　
　

三
心
・
一
一
ヵ
所

　

四
修
・
五
ヵ
所　
　

不
浄
念
仏
・
三
ヵ
所

　

余
行
・
三
ヵ
所　
　

念
仏
三
昧
・
二
ヵ
所　
　

　

念
仏
相
続
・
二
ヵ
所　
　

念
仏
功
徳
・
二
ヵ
所
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無
観
称
名
・
二
ヵ
所　
　

助
業
・
一
ヵ
所　
　

　

他
力
の
信
心
・
一
ヵ
所　
　

本
願
・
一
ヵ
所

　

そ
の
他　
　
　
　
　

四
ヵ
所

　

抽
出
し
た
中
で
一
番
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
「
念
仏
の
修
し

方
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
不
浄
念
仏
」「
念
仏
相
続
」「
無
観
称

名
」
に
つ
い
て
も
「
念
仏
の
修
し
方
」
に
分
類
で
き
る
の
で
、
信
空

の
法
語
の
多
く
は
、
ど
の
よ
う
に
念
仏
を
行
な
う
か
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
い
で
多
い
の
が
「
三
心
」
で
あ
る
。「
三
心
」
に
関
し
て
は
必

ず
具
足
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を

述
べ
る
部
分
は
少
な
く
、
念
仏
を
修
す
れ
ば
自
ず
と
具
足
す
る
も
の

で
あ
る
と
説
く
物
が
多
い
。

　

次
に
「
四
修
」
で
あ
る
。「
四
修
」
に
関
し
て
は
「
三
心
」
と
異

な
り
、
具
足
し
て
い
な
く
と
も
往
生
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に

関
し
て
は
後
に
取
り
上
げ
る
。

二　

信
空
の
教
義

　

で
は
、
次
に
一
・
二
を
基
に
、
信
空
の
教
義
に
つ
い
て
考
察
を
行

な
い
た
い
。
信
空
の
思
想
の
中
で
特
徴
的
な
部
分
は
「
無
観
称
名

義
」
と
「
四
修
」
に
関
す
る
部
分
で
あ
ろ
う）

（
（

。
ま
ず
、
こ
の
二
点
を

中
心
に
考
察
を
行
な
い
た
い
。

　

二
・
一　

無
観
称
名
義

　
「
無
観
称
名
」
と
い
う
名
称
は
望
月
信
亨
「
明
義
進
行
集
と
無
観

称
名
義
」
）
（
（

の
中
で
信
空
の
造
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

史
料
の
中
で
挙
げ
ら
れ
る
「
無
観
称
名
」
の
言
葉
は
、『
明
義
進
行

集
』
の
信
空
の
項
の
中
に
見
ら
れ
る
。

　
【
下
野
守
藤
原
朝
臣
が
女
の
念
仏
の
義
へ
の
疑
問
に
対
す
る
返
信
】

観
法
な
と
を
し
て
申
す
事
に
て
は
候
は
す
、
只
口
は
か
り
に
て

申
す
事
に
て
候
な
り
、
さ
て
こ
れ
を
は
無
観
称
名
と
申
し
候
な

り
、
観
法
す
る
を
は
善
導
和
尚
に
た
て
は
け
て
観
仏
三
昧
と
い

ひ
、
観
法
せ
す
し
て
只
口
は
か
り
に
み
な
を
と
な
ふ
る
を
は
別

門
に
た
て
て
念
仏
三
昧
と
説
け
り

　
【
修
理
亮
惟
宗
の
忠
義
の
不
審
十
四
箇
条
に
答
え
た
内
の
第
十
段
】

観
仏
三
昧
と
い
は
名
を
と
な
へ
す
縄
床
の
上
に
端
坐
し
て
心
を

一
境
に
閑
に
し
て
弥
陀
の
相
好
を
観
す
る
な
り
、
念
仏
三
昧
と

い
は
一
相
を
も
不マ
マ
観
せ
す
只
名
号
は
か
り
を
余
念
な
く
一
心
に

と
な
ふ
る
な
り
、
是
を
無
観
の
称
名
と
い
ふ
、
お
ほ
よ
そ
浄
土

宗
の
お
し
へ
専
修
念
仏
の
至
極
善
導
和
尚
の
ま
さ
し
き
こ
こ
ろ

は
こ
れ
ひ
と
へ
に
称
名
念
仏
な
り
。

　

こ
れ
ら
の
法
語
か
ら
「
無
観
称
名
」
の
典
拠
は
、
善
導
『
観
経
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疏
』
と
『
往
生
礼
讃
』
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は

『
観
経
疏
』
玄
義
分

今
此
觀
經
即
以
觀
佛
三
昧
爲
宗
亦
以
念
佛
三
昧
爲
宗
一
心）
11
（

『
往
生
礼
讃
』

如
文
殊
般
若
云
一
行
三
昧
唯
勸
獨
處
空
閑
捨
諸
亂
意
係
心
一
佛

不
觀
相
貌
專
稱
名
字
即
於
念
中
得
見
彼
阿
彌
陀
佛
及
一
切
佛
等

問
曰
何
故
不
令
作
觀
直
遣
專
稱
名
字
者
有
何
意
也
答
曰
乃
由
衆

生
障
重
境
細
心
麤
識
颺
神
飛
觀
難
成
就
也
是
以
大
聖
悲
憐
直
勸

專
稱
名
字
正
由
稱
名
易
故
相
續
即
生）
11
（

で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
法
語
も
『
観
経
疏
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
観
仏

三
昧
と
念
仏
三
昧
を
対
比
し
て
お
り
、
念
仏
三
昧
こ
そ
が
無
観
称
名

で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
念
仏
三
昧
の

内
容
は
、
柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の
研
究
』
に
よ
る
と
、

『
観
経
疏
』
中
に
お
け
る
念
仏
三
昧
と
は
「
専
念
弥
陀
名
号
」

で
あ
り
、
か
つ
「
正
定
之
業
」
と
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
る）
1（
（

。

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
専
念
弥
陀
名
号
」
と
「
念
仏
三
昧
」
は
、

「
無
観
称
名
」
と
同
義
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
実
質

的
な
内
容
は
『
往
生
礼
讃
』
に
引
か
れ
る
部
分
で
説
明
し
て
お
り
、

「
不
観
相
貌
専
称
名
字
相
続
往
生
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

二
・
二　

四
修
不
必）
1（
（

　
「
四
修
」
に
関
す
る
部
分
は
、『
明
義
進
行
集
』
）
14
（

『
東
宗
要
』
）
15
（

『
選
択

集
大
綱
抄
』
）
1（
（

『
真
宗
遺
文
纂
要
』
）
1（
（

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
東
宗
要
』『
選
択
集
大
綱
抄
』
で
は
、
四
修
を
具
足
す
る
必
要
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
東
宗
要
』
に
あ
る
よ
う

な
四
修
不
必
の
詳
細
な
説
明
は
、
他
の
典
籍
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、

四
修
は
修
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
、
で
き
な
い
人
が
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
一
方
、『
明
義
進
行
集
』
で
は
「
わ
ろ
き
行
者
」
で
四

修
が
欠
け
て
い
て
も
往
生
す
る
人
は
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
中
で
は
、
四
修
が
欠
け
て
も
往
生
す
る
人
物
が
い
る
と
い
う
事
実

を
述
べ
る
だ
け
で
、
積
極
的
に
四
修
の
不
必
要
性
を
示
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。『
東
宗
要
』
も
、
そ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら

こ
そ
「
一
切
必
ず
具
足
す
べ
し
と
言
う
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
表
現

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
明
義
進
行
集
』
の
別
の
書

簡
に

極
楽
に
生
せ
む
と
を
も
ひ
て
う
る
は
し
く
は
多
く
申
す
へ
け
れ

と
も
せ
め
て
す
く
な
か
ら
む
定
十
度
ひ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ

は
昔
の
本
願
に
叶
ひ
ま
ひ
ら
す
る
か
ゆ
へ
に
極
楽
へ
ま
ひ
る
事

に
て
候
な
り
、
こ
の
ほ
か
に
は
又
さ
せ
る
風
情
も
な
き
事
に
て

候
な
り

と
示
さ
れ
、『
和
語
灯
録
』
に
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た
ゝ
數
遍
の
お
ほ
か
ら
ん
に
し
か
す
詮
す
る
と
こ
ろ
心
を
し
て

相
續
せ
し
め
ん
か
た
め
也
か
な
ら
す
し
も
か
す
を
沙
汰
す
る
を

要
と
す
る
に
は
あ
ら
す
た
ゝ
常
念
の
た
め
也
數
遍
を
さ
た
め
た

る
は
懈
怠
の
因
縁
な
る
か
ゆ
へ
に
數
遍
を
す
ゝ
む
る
也

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
空
は
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
積

極
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
信
空
の
主
張
点
は
、
念
仏

を
積
極
的
に
相
続
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
念
仏
を
称

え
る
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
東
宗
要
』『
選
択
大
綱

抄
』
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
往
生
に
必
要
か
不
必
要
か
ど
う
か
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
だ
け
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
実
践
的

な
面
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

二
・
三　

信
空
の
ス
タ
ン
ス

　

以
上
の
よ
う
に
信
空
の
教
義
は
念
仏
の
実
践
方
法
に
関
し
て
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
信
空
の
ス
タ
ン
ス
を
示
す
も
の
と
し
て
『
明

義
進
行
集
』
に

お
ほ
よ
そ
一
朝
の
戒
師
万
人
の
依
怙
な
り）
1（
（

彼
上
人
内
外
博
通
智
行
兼
備
念
仏
宗
先
達
可
謂
傍
若
無
人）
1（
（

と
あ
る
よ
う
に
、
念
仏
の
行
者
で
あ
り
な
が
ら
、
法
然
と
同
じ
よ
う

に
戒
を
保
ち
念
仏
を
修
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
一

言
芳
談
』
で
は

浄
土
谷
の
法
蓮
上
人
は
、
資
縁
省
略
の
う
へ
、
形
の
ご
と
く
の

朝
食
し
、
往
生
極
楽
の
つ
と
め
に
、
わ
す
ら
れ
て
、
世
の
つ
ね

な
ら
ず
。
こ
れ
が
た
め
に
、
こ
れ
を
い
と
な
む
。
念
仏
心
に
入

と
き
は
、
飯
に
も
あ
ら
ず
。
粥
に
も
あ
ら
ぬ
体
な
り
。
年
に
し

た
が
ひ
、
日
を
ゝ
ひ
て
、
容
顔
お
と
ろ
へ
、
身
力
つ
き
ぬ
。
良

友
た
づ
ね
き
た
り
て
、
訪
て
返
事
云

西
へ
ゆ
く　

す
ち
一
だ
に　

た
が
は
ず
は　

骨
と
か
は
と
に　

身
は

な
ら
ば
な
れ）（1
（

と
あ
り
、
念
仏
に
住
持
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
信

空
は
師
の
法
然
の
よ
う
に
戒
を
保
ち
な
が
ら
実
践
的
に
念
仏
を
修
し
、

平
易
に
教
化
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

三　

法
然
、
鎮
西
義
と
の
相
違

　

で
は
次
に
二
の
白
河
義
の
思
想
を
元
に
法
然
の
思
想
と
、
鎮
西
義

の
思
想
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
特
に
二
に
挙
げ
た
無

観
称
名
と
四
修
不
必
に
関
し
て
述
べ
た
い
。

　

三
・
一　

無
観
称
名

　
「
無
観
称
名
」
に
関
す
る
法
然
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
選
択

集
』
の
第
三
章
段
に
『
往
生
礼
讃
』
の
「
問
曰
～
相
続
即
生
」
の
文

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
諸
行
と
念
仏
の
難
易
の
義
を
示



─ （（（ ─

す
箇
所
で
あ
り
、
念
仏
は
障
り
の
重
い
衆
生
を
憐
れ
ん
で
釈
尊
が
示

し
た
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

次
に
鎮
西
義
の
思
想
と
比
較
し
た
い
。
良
忠
は
『
往
生
礼
讃
私

記
』
で
、
無
観
称
名
の
典
拠
た
る
『
往
生
礼
讃
』
の
箇
所
を
解
釈
し

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

▶
不
觀
相
貌
者
問
上
五
念
中
有
觀
察
門
何
引
違
文
合
釋
之
耶
答

上
對
五
念
機
明
觀
察
門
今
對
不
堪
機
嫌
云
不
觀
又
今
不
觀
者
顯

無
別
觀
上
言
觀
者
稱
名
一
行
亦
具
五
念
謂
稱
名
字
有
總
想
歸
依

念
以
屬
觀
察
是
故
上
文
具
引
三
心
五
念
四
修
已
令
結
歸
稱
名
一

行
只
是
付
一
行
具
心
行
業
故
祖
師
云
源
空
目
見
三
心
五
念
四
修

皆
南
無
阿
彌
陀
佛
蓋
此
意
也）
（1
（

こ
れ
に
よ
る
と
、
不
観
相
貌
の
文
に
対
し
て
聖
光
の
『
末
代
念
仏
授

手
印
』
の
結
帰
一
行
三
昧
を
あ
て
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

後
に
「
無
観
称
名
」
の
語
を
用
い
て

稱
名
易
故
六
字
相
續
便
生
淨
土
今
文
符
合
下
下
品
説
無
觀
稱
名

方
成
直
因
此
髻
中
明
珠
也）
（（
（

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、『
往
生
礼
讃
私
記
』
以
外
に
も
良
忠
の

典
籍
の
中
で
「
無
観
称
名
」
と
い
う
語
が
挙
げ
ら
れ
る
箇
所
が
二
箇

所
あ
る）
（（
（

。
そ
し
て
そ
の
ど
れ
も
が
不
観
相
貌
の
文
に
対
し
て
『
往
生

礼
讃
』
に
引
か
れ
る
『
文
殊
般
若
経
』
の
引
用
箇
所
を
引
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
無
観
称
名
」
が
こ
の
不
観
相
貌
の
事
を
指
し
て
い
る

と
い
う
良
忠
の
認
識
が
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
良
忠
は
『
往
生
礼
讃

私
記
』
で
、
そ
の
「
無
観
称
名
」
の
典
拠
に
対
し
て
聖
光
の
『
末
代

念
仏
授
手
印
』
の
文
を
あ
て
る
こ
と
で
、
意
図
的
に
「
無
観
称
名
」

は
法
然
か
ら
鎮
西
へ
と
伝
わ
る
流
れ
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
無
観
称
名
」
に
対
し
て
の
信
空
・
鎮

西
の
思
想
の
差
異
と
い
う
よ
り
も
、
良
忠
は
信
空
と
い
う
法
然
の
上

足
を
傍
証
と
し
て
組
み
込
も
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る）
（4
（

。

　

三
・
二　

四
修

　

四
修
に
関
す
る
法
然
の
言
及
は
少
な
く
、『
選
択
集
』
を
基
に
、

法
然
が
四
修
を
必
須
の
も
の
と
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
難

し
い
。
法
然
が
四
修
を
言
及
す
る
書
と
し
て
は
『
往
生
要
集
釈
』
の

諸
本
、『
選
択
集
』
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
選
択
集
』
で
は
第
九

章
段
に
「
念
仏
行
者
可
行
用
四
修
法
」
と
し
て
『
往
生
礼
讃
』『
西

方
要
決
』
を
引
用
し
四
修
が
説
か
れ
、
そ
の
私
釈
段
に
お
い
て
四
修

の
説
明
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
「
一
枚
起
請
文
」
や
「
善
導

寺
御
消
息
」
に
説
か
れ
る
よ
う
に
念
仏
を
修
す
れ
ば
三
心
・
四
修
を

具
足
す
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
で
の
教
義
的

部
分
と
「
一
枚
起
請
文
」
等
の
実
践
的
部
分
を
含
め
て
法
然
の
思
想

で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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一
方
、
鎮
西
義
は
四
修
を
必
ず
具
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立

場
で
あ
る
。
先
に
も
挙
げ
た
と
お
り
『
東
宗
要
』
の
中
で
信
空
の
四

修
不
必
論
を
示
し
た
後
に
四
修
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）
（5
（

。

白
河
義
と
鎮
西
義
と
の
大
い
な
る
相
違
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
但
し
、

先
の
法
然
の
思
想
を
見
て
も
、
両
者
が
法
然
の
思
想
に
違
う
わ
け
で

は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
白
河
義
は
、
四
修
全
て
を
修
し
て
い
な
く

と
も
往
生
す
る
と
は
し
な
が
ら
も
、
念
仏
を
相
続
す
れ
ば
往
生
は
可

能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
法
然
の
法
語
部
分
に
近
い
も
の
で
あ
り
、

四
修
と
い
う
も
の
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
念
仏

相
続
を
勧
め
て
い
る
。
鎮
西
義
は
、
四
修
は
三
心
同
様
に
往
生
に
必

要
な
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
具
わ
る

と
す
る
。
ど
ち
ら
も
法
然
の
教
義
的
・
法
語
的
部
分
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
史
料
を
見
る
限
り
、
白
河

義
の
思
想
と
鎮
西
義
の
思
想
は
、
法
然
の
思
想
の
一
側
面
を
示
し
て

お
り
、
法
然
の
思
想
に
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
信
空
の
思
想
と
鎮
西
義
の
思
想
に
つ
い
て
大
き
な

差
異
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ

こ
に
は
信
空
の
実
践
的
な
念
仏
行
者
と
し
て
の
立
場
の
も
の
と
、
聖

光
・
良
忠
の
法
然
の
教
義
的
な
思
想
理
解
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
信
空
の
実
践
的
な
思
想
は
、
一
四

世
紀
に
は
下
火
に
な
っ
て
お
り
、
良
忠
は
信
空
の
思
想
を
傍
証
的
に

用
い
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
繋
が
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
勢
観
房
源
智
の
存
在
を
踏
ま
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

四　

信
空
と
源
智

　

勢
観
房
源
智
に
つ
い
て
は
、
近
年
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
今
回
は
、
信
空
と
の
繋
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い

て
、
言
及
す
る
の
み
に
留
め
た
い
。
勢
観
房
源
智
は
紫
野
門
徒
と
い

う
流
派
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
弟
子
蓮
寂
と
良
忠
の
赤
築
地

談
義
に
お
い
て
、
そ
の
鎮
西
義
の
正
統
性
を
認
め
た
と
『
四
十
八
巻

伝
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
源
智
に
関
し
て
、
吉
田
清
『
源
空
教

団
成
立
史
の
研
究
』
に
よ
る
と
、『
浄
源
脈
譜
』
）
（（
（

『
華
頂
誌
要
』
）
（（
（

に
記

述
さ
れ
る
知
恩
院
の
歴
代
略
譜
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書

で
は

第
一
世
・
円
光
大
師　
　
　
　
　

第
二
世
・
勢
観
房
源
智
上
人

第
三
世
・
本
仏
房
道
宗
上
人　
　

第
四
世
・
道
舜
上
人

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
『
四
巻
伝
』
の

元
仁
元
年
甲
　　

申

正
月
、
大
谷
修
正
に
詣
、
梵
唄
引
之
後
、
念
仏
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に
交
。
同
八
月
三
日
、
定
生
房
往
生
の
跡
に
、
五
日
、
法
蓮
上

人
の
沙
汰
と
し
て
、
以
二
定
仏
一
為
二
後
房
主）
（（
（

一

と
い
う
記
述
か
ら
、
法
然
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
に
源
智
が
知
恩
院
に

入
っ
た
の
で
は
な
く
、
定
生
房
感
西
が
ま
ず
入
り
、
そ
の
後
に
定
仏

房
が
入
っ
た
と
し
、
こ
の
二
人
の
間
を
信
空
が
管
理
し
て
い
た
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
信
空
が
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に
亡
く
な
っ
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
に
源
智
が
管
理
し
、
文
暦
元
年
（
一
二
三

四
）
に
再
興
し
た
と
指
摘
し
て
い
る）
（（
（

。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
史
料
の
ど

ち
ら
が
正
し
い
か
は
判
断
で
き
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
浄
源
脈
譜
』
で
は
、
黒
谷
金
戒
光
明
寺
の
第
二

世
が
源
智
で
あ
り
、『
黒
谷
誌
要
』
で
は
信
空
と
な
っ
て
い
る
点
で

は
、
信
空
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、『
浄
源
脈
譜
』
は
信
憑

性
に
や
や
欠
け
る
点
が
あ
る
。
吉
田
氏
は
初
期
の
源
空
の
墓
所
は
信

空
系
白
河
門
徒
の
手
に
握
ら
れ
た
と
し
、
信
空
の
没
後
源
智
の
手
に

移
り
、
鎮
西
系
良
忠
門
派
に
吸
収
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

信
空
と
源
智
は
法
然
滅
後
の
念
仏
集
団
を
指
揮
し
て
お
り
、
信
空
滅

後
は
源
智
が
実
際
的
な
指
揮
を
と
り
、
そ
の
後
は
鎮
西
義
の
中
に
内

包
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

結
論

　

以
上
、
断
片
的
に
存
在
し
て
い
る
白
河
義
の
思
想
を
抽
出
し
、
そ

の
特
徴
を
法
然
・
鎮
西
義
と
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
白
河
義

の
思
想
は
「
無
観
称
名
」「
四
修
不
必
」
と
い
う
特
徴
を
持
ち
な
が

ら
も
、
法
然
・
鎮
西
義
と
大
き
く
異
な
る
部
分
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

吉
田
清
氏
は
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
』
の
中
で
、『
明
義
進
行

集
』
の
中
に
見
ら
れ
る
「
こ
の
こ
ろ
念
仏
の
義
を
や
う
ゝ
ゝ
に
申
し

候
」
と
い
う
問
に
「
念
仏
の
こ
と
は
や
す
き
さ
ま
に
て
様
も
な
き
こ

と
に
て
候
也
、
し
ら
ぬ
も
の
と
も
の
そ
へ
な
き
こ
と
ゝ
も
を
申
候
を

は
き
ゝ
い
れ
さ
せ
給
ふ
へ
か
ら
す
」
と
答
え
て
い
る
点
を
指
摘
し
、

こ
れ
こ
そ
が
信
空
が
祖
訓
を
守
り
実
践
的
に
念
仏
を
勧
め
て
い
っ
た

姿
で
あ
る
と
し
て
い
る）
（1
（

。
こ
の
指
摘
こ
そ
が
信
空
の
在
り
方
す
べ
て

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
信
空
自
身
は
法
然
の
思
想
を

解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
法
然
の
教
え
の
ま
ま
に
生
き
、「
念
仏
を

申
せ
ば
往
生
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
実
践
的
な
正
統
性
は
理
論
的
に

解
釈
を
施
さ
れ
た
鎮
西
義
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

１　
「
白
河
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
は
、「
白
川
」
と
い
う
地
名
を
元
に
し
て
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い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
明
義
進
行
集
』
に
「
白
河
」
と
説
か
れ
る
た
め
、
こ

れ
に
倣
い
た
い
。

２　

敬
西
房
信
瑞
は
、
信
空
の
弟
子
で
あ
り
、
法
然
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
。
そ

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。『
浄
土
三
部
経

音
義
』
や
『
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
』、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
『
法
然
上
人

伝
』
を
記
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

３　
『
明
義
進
行
集
』
は
一
三
世
紀
後
半
に
敬
西
房
信
瑞
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

と
さ
れ
る
言
行
録
で
、
禅
林
寺
静
遍
・
蓮
華
谷
明
遍
・
長
楽
寺
隆
寛
・
空
阿

弥
陀
仏
・
法
蓮
房
信
空
・
住
心
房
覚
愉
・
安
居
院
聖
覚
・
毘
沙
門
堂
明
禅
が

記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
の
は
全
三
巻
の
う
ち
第
二
巻
と
第
三
巻
の

み
で
あ
る
。

４　
『
広
疑
瑞
决
集
』
は
敬
西
房
信
瑞
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
諏
訪

を
信
仰
す
る
上
原
敦
広
と
の
念
仏
と
神
道
に
関
す
る
問
答
書
で
あ
る
。

５　
『
一
言
芳
談
』
は
一
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
前
半
に
記
さ
れ
た
法
語

集
で
あ
る
。

６　
『
祖
師
一
口
法
語
』
も
『
一
言
芳
談
』
と
同
様
に
製
作
さ
れ
た
法
語
集
で

あ
る
。
著
作
者
不
明
で
あ
る
が
、『
一
言
芳
談
』
と
同
じ
法
語
も
あ
る
た
め
、

ほ
ぼ
同
系
統
の
書
と
さ
れ
る
。

７　

な
お
、「
念
仏
三
昧
」
の
定
義
、「
念
仏
の
方
法
」
に
も
異
な
る
点
は
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
の
研
究
と
し
た
い
。

８　
『
浄
土
教
之
研
究
』　
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
七
）

９　

同
右　

九
六
八

11　
『
浄
全
』
二
・
三
下

11　
『
浄
全
』
四
・
三
五
六
上

1（　
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
四
六
七
）

1（　

こ
の
「
四
修
不
必
」
と
い
う
語
は
、
石
井
教
道
『
選
択
集
全
講
』
内
で
信

空
の
思
想
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
倣
っ
て
い
る
。

14　
『
明
義
進
行
集　

影
印
・
翻
刻
』
一
四
八

15　
『
浄
全
』
一
一
・
九
六
下

1（　
『
浄
全
』
八
・
五
四
上

1（　
『
昭
法
全
』
七
五
三

1（　
『
明
義
進
行
集　

影
印
・
翻
刻
』（
大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会　

二
〇
〇

一
）
一
三
九

1（　
『
明
義
進
行
集　

影
印
・
翻
刻
』
一
四
〇

（1　

こ
の
文
の
「
浄
土
谷
」
に
実
際
、
信
空
が
住
し
て
い
た
と
す
る
記
述
は
他

に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
吉
田
清
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
』
で
は
、

寺
史
か
ら
法
然
滅
後
の
信
空
の
動
向
を
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
浄

土
谷
に
関
す
る
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（1　
『
浄
全
』
四
・
三
八
三
上

（（　
『
浄
全
』
四
・
三
八
三
下

（（　
『
伝
通
記
』『
浄
全
』
二
・
一
八
五
上　
『
観
経
疏
略
鈔
』『
浄
全
』
二
・
六

一
二
下

（4　

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
三
年
度
印
度
学
仏
教
学
研
究
に
て
発
表

を
行
っ
た
の
で
、
割
愛
さ
せ
て
頂
く
。

（5　
『
浄
全
』
一
一
・
九
六
～
九
七

（（　
『
浄
全
』
一
九
・
一
二
九
下
～
一
三
〇
上

（（　
『
浄
全
』
一
九
・
一
八
六
下
～
一
八
七
上

（（　
『
浄
全
』
一
七
・
七
九
上

（（　
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
』（
名
著
出
版　

一
九
九
二
）
二
二
二

（1　
『
源
空
教
団
成
立
史
の
研
究
』
二
二
四
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『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
土
と
三
性

村　

上　

真　

瑞

　
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
凡
夫
の
往
生
す
べ
き
浄
土
は
、

円
成
実
性
・
依
他
起
性
・
偏
計
所
執
性
の
三
性
の
内
ど
こ
に
収
め
ら

れ
る
か
を
、
有
所
得
無
所
得･

有
相
無
相
と
関
係
づ
け
て
論
じ
て
い

る
。
今
回
こ
の
よ
う
な
浄
土
と
三
性
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た

い
。

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て

問
曰
如
大
品
經
等
説
内
空
外
空
内
外
空
等
今
淨
土
即
是
外
空
衆

生
即
是
内
空
既
爾
有
何
衆
生
爲
能
生
有
何
淨
土
爲
所
生
又
維
摩

經
言
諸
佛
國
土
亦
復
皆
空
又
問
以
何
爲
空
（
１
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
最
初
に
反
論
者
の
質
問
を
あ
げ
て
い
る
。

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』（
２
）『
維
摩
詰
所
説
經
』（
３
）な
ど
の
説
を
引
い
て
、

浄
土
は
空
で
あ
る
と
の
説
を
展
開
し
、
有
相
の
浄
土
に
対
す
る
疑
問

を
呈
し
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
曰
以
空
空
等
又
言
菩
薩
云
何
觀
於
衆
生
維
摩
詰
言
如
第
五
大

第
六
陰
第
七
情
十
三
入
十
九
界
等
法
法
花
経
言
諸
法
從
本
來
常

自
寂
滅
相
般
若
經
言
如
來
説
莊
嚴
佛
土
者
即
非
莊
嚴
又
言
實
无

衆
生
得
滅
度
者
（
４
）

と
し
て
、
こ
こ
で
答
え
る
立
場
は
、
懷
感
の
反
駁
の
常
套
手
段
と
し

て
、
反
論
者
の
立
場
に
立
っ
て
先
ず
解
説
を
し
て
い
る
。『
維
摩
詰

所
説
經
』（
５
）『
妙
法
蓮
華
經
』（
６
）『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
』（
７
）な
ど
を
引
い
て

浄
土
の
莊
嚴
は
本
来
空
で
あ
り
。
非
莊
嚴
で
あ
る
こ
と
を
解
説
す
る
。

　

続
い
て
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
お
い
て

如
是
等
諸
大
乘
經
究
竟
了
教
咸
言
諸
法
空
寂
何
因
今
日
説
有
西

方
淨
土
爲
所
生
之
土
衆
生
爲
能
生
之
人
勸
人
著
相
起
行
依
不
了

義
經
此
乃
不
得
諸
佛
深
義
取
著
有
相
不
名
習
學
大
乘
法
也
（
８
）

　

前
に
同
じ
く
反
論
者
の
立
場
に
立
っ
て
の
解
説
で
あ
る
。
有
相
の

莊
嚴
に
心
を
集
中
す
る
こ
と
は
執
着
で
あ
り
大
乗
佛
教
の
立
場
を
な
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い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と

解
深
密
楞
伽
經
及
瑜
伽
論
攝
大
乘
論
唯
識
論
等
三
性
三
无
性
義

一
圓
成
實
性
二
依
他
起
性
三
遍
計
所
執
性
圓
成
實
性
離
相
眞
實

依
他
起
性
非
有
似
有
遍
計
所
執
性
情
有
理
无
猶
如
龜
毛
兎
角
等

物（
９
）

と
説
か
れ
る
よ
う
に
『
解
深
密
経
』）
11
（

、『
楞
伽
経
』）
11
（

、『
瑜
伽
師
地
論
』）
1（
（

、

『
攝
大
乘
論
』）
1（
（

、『
成
唯
識
論
』）
14
（

唯
識
の
論
疏
に
解
か
れ
る
三
性
三
無

性
を
そ
の
意
味
を
概
説
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と

而
汝
所
引
大
品
經
等
或
約
圓
成
實
性
畢
竟
空
理
佛
説
爲
空
實
非

空
也
或
約
遍
計
所
執
猶
如
空
花
佛
説
无
法
今
説
淨
土
等
教
約
依

他
起
性
從
因
縁
生
法
非
有
似
有
因
果
之
義
万
法
宛
然）
15
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
以
前
に
反
論
者
が
『
大
品
般
若
経
』
や
『
維

摩
經
』
を
引
い
て
浄
土
教
を
批
判
し
た
論
へ
の
反
駁
が
始
ま
る
。
今

回
は
三
性
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
。
最
初
に
結
論
を
出
す
論
述
形
式

を
と
り
、
浄
土
を
三
性
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
空
無
で
あ
る
圓
成

實
性
で
は
な
く
、
因
縁
假
和
合
を
説
く
依
他
起
性
こ
そ
が
浄
土
の
あ

り
方
で
あ
り
、
有
で
な
く
有
に
似
た
存
在
が
浄
土
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

而
子
但
見
説
圓
成
實
性
无
相
之
教
破
遍
計
所
執
畢
竟
空
无
之
文

遂
不
信
説
依
他
起
性
因
縁
之
教
法
也
即
是
不
信
因
果
之
人
説
於

諸
法
斷
滅
相
者）
1（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
圓
成
實
性
が
、
依
他
起
性
に
す
ぐ

れ
た
究
極
の
真
理
で
あ
る
と
反
論
に
対
し
て
、
そ
れ
は
現
実
の
存
在

の
あ
り
方
か
ら
目
を
背
け
る
断
滅
論
者
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

故
經
文
寧
起
我
見
如
須
弥
山
不
起
空
見
如
芥
子
計
斯
言
誠
可
誡

也
又
説
空
有
皆
俗
隨
機
第
一
義
諦
非
空
非
有
故
説
淨
土
佛
國
空

者
皆
俗
隨
機
令
其
入
法
何
是
何
非）
1（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
安
樂
集
』
）
1（
（

か
ら
『
無
上
依
経
』
を
引
い
て

「
佛
告
阿
難
。
一
切
衆
生
若
起
我
見
如
須
彌
山
。
我
所
不
懼
。
何
以

故
。
此
人
雖
未
即
得
出
離
。
常
不
壞
因
果
不
失
果
報
故
。
若
起
空
見

如
芥
子
。
我
即
不
許
。」『
大
正
蔵
経
』
四
七
巻
八
a　

世
俗
諦
に
も

ま
た
真
理
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。
ま
た
、
浄
土
を
空
で
あ
る
と
す
る

の
は
空
教
に
重
き
を
置
く
者
を
入
信
さ
せ
る
方
便
と
説
く
。
本
当
の

浄
土
は
、
空
で
も
な
く
有
で
も
な
い
と
し
て
、
依
他
起
性
の
浄
土
こ

そ
が
真
実
で
あ
る
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、
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問
曰
淨
佛
國
土
離
衆
穢
惡
一
得
往
生
超
絶
生
死
永
離
三
惡
道
无

復
五
焼
苦
皆
是
正
定
之
聚
悉
是
阿
鞞
跋
致
无
量
壽
經
言
次
如
泥

洹
之
道
若
爾
者
不
可
著
相
凡
夫
具
衆
罪
業
心
有
所
得
而
得
往
生

當
須
依
諸
大
乘
經
文
及
中
百
等
論
廣
學
无
所
得
法
方
可
往
生
淨

土
）
1（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
反
論
が
述
べ
ら
れ
る
。『
無
量
壽
經
』
）
（1
（

の

「
無
為
自
然
。
次
於
泥
洹
之
道
」
を
典
拠
と
し
て
、
執
着
を
無
く
し

た
無
所
得
の
者
で
な
く
て
は
往
生
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

今
乃
勸
人
依
觀
經
等
作
十
六
觀
寶
樹
寶
池
等
及
佛
菩
薩
相
好
色

身
或
稱
名
號
存
心
住
相
豈
非
是
有
所
得
心
住
著
諸
相
成
於
病
也

既
是
有
病
未
免
輪
廻
如
何
得
生
西
方
淨
佛
土
也）
（1
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
反
論
の
続
き
で
あ
る
。『
觀
無
量
壽
經
』
に

説
か
れ
る
観
法
は
執
着
で
あ
っ
て
、
輪
廻
迷
い
の
元
で
あ
り
、
極
楽

往
生
の
行
で
は
な
い
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

釋
曰
若
能
觀
一
切
諸
法
畢
竟
空
寂
无
能
觀
所
觀
離
諸
分
別
及
不

分
別
作
此
觀
察
得
生
西
方
咸
爲
上
輩
生
也
如
觀
經
中
説
上
品
生

等
於
第
一
義
心
不
驚
動
此
人
臨
命
終
時
阿
弥
陀
佛
與
諸
聖
衆
來

迎
行
人
讚
言
法
子
由
汝
解
第
一
義
諦
我
來
迎
汝
即
生
西
方
无
量

壽
國）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
反
論
に
対
し
て
反
駁
す
る
。
先
ず
『
觀
無
量

壽
經
』
）
（（
（

の
上
品
生
の
者
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
往
生
は
無
所
得

無
執
着
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
決
し
て
観
法
が
執
着
の
所
産
で
は

な
い
こ
と
を
示
す
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

然
凡
愚
之
人
在
俗
紛
擾
不
能
廣
習
諸
大
乘
經
觀
第
一
義
諦
作
无

所
得
觀
或
復
淨
持
禁
戒
孝
養
尊
親
或
修
行
十
善
專
稱
念
佛
雖
有

所
得
亦
是
不
可
思
議
殊
勝
功
徳
皆
得
往
生
西
方
淨
土
如
經
具
説

但
往
生
淨
土
行
門
非
一
往
生
之
人
九
品
差
別
豈
得
唯
言
无
所
得

法
而
得
往
生
不
信
三
福
十
六
觀
等
往
生
淨
土
也）
（4
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
上
品
生
以
外
の
凡
愚
の
者
は
無
所
得
無
執
着

の
往
生
は
か
な
わ
な
い
が
、
中
品
下
品
の
者
で
も
三
福
十
六
観
称
名

念
仏
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
乗
じ
て
往
生
す

る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
本
願
力
の
重
要
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

又
有
所
得
心
通
於
三
性
善
不
善
業
咸
能
感
報
今
三
福
等
悉
是
善

業
經
言
是
三
世
諸
佛
善
業
正
因
既
是
善
業
寧
容
不
感
淨
土
之
報

子
今
云
何
唯
以
无
所
得
而
得
往
生
有
所
得
心
不
得
生
者
出
何
經

教
既
无
聖
典
何
所
依
憑）
（5
（
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と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
先
に
続
い
て
、
有
所
得
の
者
で
あ
っ
て
も
善

悪
無
記
の
三
性
に
通
じ
て
い
て
特
に
『
觀
無
量
壽
經
』
）
（（
（

に
説
く
三
福

は
善
業
で
あ
り
極
楽
往
生
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
有
所
得
の
者

も
往
生
す
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

今
觀
經
等
具
明
三
福
十
六
觀
等
作
此
相
業
説
得
往
生
文
義
顯
然

不
可
誹
謗
寧
容
不
依
聖
教
自
率
凡
情
言
有
所
得
心
不
得
生
於
淨

土
以
有
所
得
心
是
善
性
有
殊
勝
福
能
滅
娑
婆
重
罪
得
生
西
方
淨

土
）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
、
三
福
十
六
観
を
修
す
る
有
所

得
の
者
も
本
願
力
に
依
る
な
ら
ば
間
違
い
な
く
往
生
す
る
と
し
て
、

無
所
得
の
者
の
み
往
生
で
き
る
と
し
た
反
論
者
を
厳
し
く
論
駁
し
て

い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

如
地
觀
等
言
作
是
觀
者
除
八
十
億
劫
生
死
重
罪
捨
身
他
世
必
生

淨
土
心
得
无
疑
此
豈
不
是
作
有
相
觀
等
生
西
方
也
若
不
信
如
是

等
言
教
便
成
不
信
受
佛
語
論
成
就
十
惡
輪
罪
也）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
有
相
有
所
得
の
者
の
往
生
を
否
定
し
た
反
論

者
に
対
し
て
、『
觀
無
量
壽
經
』
の
佛
説
を
信
じ
な
い
十
惡
を
犯
す

者
と
し
て
断
罪
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

又
言
稱
佛
名
故
於
念
念
中
滅
八
十
億
劫
生
死
之
罪
得
生
西
方
極

樂
世
界
如
此
等
經
文
誠
證
非
一
不
可
非
廢
衆
多
聖
教
言
不
得
生

唯
言
學
无
所
得
而
得
往
生
也）
（（
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
だ
め
押
し
と
し
て
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
八

十
億
劫
も
の
生
死
の
罪
を
滅
し
極
楽
往
生
を
可
能
に
す
る
と
し
て
、

こ
こ
に
本
願
力
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
一
層
有
所
得
の
往
生

の
根
拠
を
補
強
し
て
い
る
。
無
所
得
の
者
の
み
の
往
生
を
厳
し
く
否

定
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
に
よ
る
と
、

以
往
生
衆
生
有
凡
有
聖
通
小
通
大
有
相
无
相
或
定
或
散
利
根
鈍

根
長
時
短
時
多
修
少
修
咸
得
往
生
而
有
三
輩
九
品
差
別
花
開
早

晩
有
異
悟
道
遅
速
不
同
故
知
往
生
既
有
品
類
差
殊
修
因
亦
有
淺

深
各
別
不
可
但
言
唯
修
无
所
得
而
得
往
生
有
所
得
心
不
得
生
也

以
往
生
者
非
唯
聖
人
凡
夫
亦
生
也）
（1
（

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
者
の
平
等
の
救
い
に
は
、
凡
夫
も

聖
人
も
有
所
得
の
者
も
無
所
得
の
者
も
大
乗
も
小
乗
も
す
べ
て
往
生

す
る
こ
と
を
説
く
。
こ
こ
で
特
に
有
相
・
有
所
得
の
者
の
往
生
で
き

る
こ
と
を
強
く
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
浄
土
は
依
他
起
性
に
含
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
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以
上
懷
感
は
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
凡
夫
の
往
生
す
べ

き
浄
土
は
、
有
相
・
有
所
得
の
具
体
的
に
姿
を
有
す
る
依
他
起
性
に

収
め
ら
れ
る
こ
と
を
結
論
と
し
て
導
き
出
し
て
い
る
。

１　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
四
帖
～
二
十
五
帖

２　
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』『
大
正
蔵
経
』
五
巻
一
三
頁
B

３　
『
維
摩
詰
所
説
經
』『
大
正
蔵
経
』
一
四
巻
五
四
四
頁
b
～
c

４　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
五
帖

５　
『
維
摩
詰
所
説
經
』　
『
大
正
蔵
経
』
一
四
巻
五
四
七
頁
B　

６　
『
妙
法
蓮
華
經
』
方
便
品
第
二　
『
大
正
蔵
経
』
九
巻
八
頁
B

７　
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
』　
『
大
正
蔵
経
』
八
巻
七
五
四
頁
A
『
大
正
蔵
経
』

八
巻
七
四
九
頁
A
『
大
正
蔵
経
』
八
巻
七
五
三
頁
A

８　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
五
帖

９　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
八
帖
～
二
十
九
帖

11　
『
解
深
密
經
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
一
六
巻
六
九
三
A

11　
『
大
乗
入
楞
伽
經
』
實
叉
難
陀
訳
『
大
正
蔵
経
』
一
六
巻
六
二
〇
頁
B

1（　
『
瑜
伽
師
地
論
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三
〇
巻
三
一
一
頁
C
『
瑜
伽
師

地
論
』『
大
正
蔵
経
』
三
〇
巻
三
四
五
頁
B
『
瑜
伽
師
地
論
』
玄
奘
訳
『
大

正
蔵
経
』
三
〇
巻
三
六
二
頁
C
『
瑜
伽
師
地
論
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三

〇
巻
三
六
三
頁
A
『
瑜
伽
師
地
論
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三
〇
巻
七
三
二

頁
B

1（　
『
攝
大
乘
論
本
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
一
三
三
A
『
攝
大
乘
論

本
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
一
三
七
c
～
一
三
八
A

14　
『
成
唯
識
論
』
玄
奘
訳
『
大
正
蔵
経
』
三
一
巻
一
四
頁
B

15　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
九
帖

1（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
九
帖

1（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
九
帖

1（　
『
安
樂
集
』『
大
正
蔵
経
』
四
七
巻
八
A　

1（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
二
十
九
帖
～
三
十
帖

（1　
『
無
量
壽
經
』
康
僧
鎧
譯
『
大
正
蔵
経
』
十
二
巻
二
七
五
B

（1　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
帖

（（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
帖

（（　

上
輩　

上
位
の
者
。
三
輩
の
第
一
。
善
根
の
厚
い
修
道
者
。
善
き
行
い
を

な
す
仏
道
修
行
者
。『
觀
無
量
壽
經
』『
大
正
蔵
経
』
十
二
巻
三
四
五
頁
b

『
広
説
佛
教
大
辞
典
』
八
九
三
頁
a

（4　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
帖
～
三
十
一
帖

（5　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
一
帖

（（　
『
觀
無
量
壽
經
』『
大
正
蔵
経
』
十
二
巻
三
四
一
頁
C

（（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
一
帖

（（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
一
帖

（（　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
一
帖
～
三
十
二
帖

（1　

宝
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
一
巻
三
十
二
帖
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「
宗
」
の
三
義
説
―
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
―
（
３
）

吉　

水　

岳　

彦

一
、
は
じ
め
に

　

独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
と
い
う
「
宗
」
の
三
義
説
は
、
中
国
宋
代
の

律
系
浄
土
教
者
戒
度
（
生
没
年
不
詳
）
が
、
霊
芝
元
照
（
一
〇
四
八

―
一
一
一
六
）
の
『
観
経
新
疏
』
の
「
宗
」
を
注
釈
す
る
に
あ
た
り
、

永
明
延
寿
（
九
〇
四
―
九
七
五
）
の
『
宗
鏡
録
』
に
散
説
さ
れ
て
い

る
「
宗
」
の
解
釈
を
も
と
に
構
築
し
た
説
示
で
あ
る
。

　

日
本
の
法
然
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八

七
）『
観
経
疏
略
鈔
』
や
『
観
経
疏
伝
通
記
』
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
門
流
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
「
宗
」
の
三
義
説
の
淵
源
を
探
り
）
1
（

、
日
本
に
お
け
る
受
容

を
良
忠
か
ら
聖
冏
に
至
る
門
流
の
説
示
の
中
に
確
認
し
、
そ
の
内
容

の
展
開
を
考
察
し
た）

（
（

。
ち
な
み
に
、
聖
冏
以
前
の
諸
師
に
よ
る
議
論

の
中
心
は
、『
観
経
』
一
経
の
「
宗
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
念
仏
が

独
尊
の
一
義
だ
け
で
な
く
、
三
義
す
べ
て
に
通
ず
る
か
否
か
に
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、『
選
択
集
』
所
説
の
廃
助
傍
の
三
義
と

重
ね
合
わ
せ
て
解
釈
さ
れ
る
新
義
が
登
場
し
、
法
然
浄
土
教
の
な
か

に
「
宗
」
の
三
義
説
が
吸
収
さ
れ
、
独
自
の
展
開
を
し
て
い
く
時
期

に
あ
っ
た
こ
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
れ
に
引
き
続
き
、
本
稿
で
は
聖
冏
『
伝
通
記
糅
鈔
』
で
取
り
扱

っ
た
『
観
経
』
の
「
宗
」
解
釈
か
ら
離
れ
た
「
宗
」
の
三
義
説
を
取

り
扱
い
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
良
忠
門
下
に
よ
る
「
宗
」
の
三
義
説
を

用
い
た
浄
土
宗
の
「
宗
」
解
釈
を
考
察
す
る）

（
（

。

二
、
道
光
『
選
択
集
大
綱
抄
』
に
お
け
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
の
「
宗
」
解
釈

　

現
在
確
認
で
き
る
「
宗
」
の
三
義
を
用
い
た
浄
土
宗
の
「
宗
」
解

釈
の
嚆
矢
は
、
三
条
派
了
恵
道
光
（
一
二
四
二
―
一
三
三
〇
）
の
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『
選
択
集
大
綱
抄
』
の
説
で
あ
る
。『
選
択
集
大
綱
抄
』
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

問
う
、
夫
れ
宗
と
言
う
は
獨
尊
の
義
な
り
。
既
に
浄
土
宗
と
云

い
て
二
門
の
出
離
を
許
す
べ
か
ら
ず
。
台
宗
の
如
き
は
、
三
教

當
分
の
益
を
許
す
と
雖
も
、
有
教
無
人
に
し
て
終
に
一
實
に
歸

す
。
此
の
義
を
以
て
の
故
に
宗
の
義
即
ち
成
ず
。
淨
土
は
然
ら

ず
ん
ば
獨
尊
の
宗
義
頗
る
成
立
し
難
し
如
何
。
答
う
、
聖
道
と

淨
土
の
宗
義
永
異
な
り
。
例
同
す
べ
か
ら
ず
。
謂
く
、
二
門
倶

に
實
益
有
り
と
雖
も
、
機
に
約
し
時
に
約
し
、
則
ち
廢
立
有
り
。

所
立
の
法
を
以
て
獨
尊
の
宗
と
爲
す
に
何
の
疑
滯
か
有
ら
ん
。

例
え
ば
觀
佛
と
念
佛
と
の
兩
宗
を
立
つ
と
雖
も
、
而
も
觀
佛
を

廢
し
て
唯
念
佛
を
以
て
所
立
の
宗
と
爲
す
が
如
し
。《
中
略
》

我
が
宗
の
意
は
、
且
く
因
位
斷
證
の
始
め
に
約
し
て
聖
道
亦
た

實
益
有
り
と
許
す
と
雖
も
、
斷
無
明
の
後
は
還
り
て
淨
土
に
歸

す
。
故
に
宗
家
門
門
見
佛
得
生
淨
土
と
判
ず
。《
中
略
》
入
地

の
菩
薩
、
若
し
報
淨
土
に
生
ぜ
ず
ん
ば
、
何
ぞ
能
く
菩
提
に
至

る
こ
と
を
得
ん
や
。
但
し
、
始
め
は
隨
縁
の
報
土
に
歸
す
と
雖

も
、
終
り
に
は
皆
な
彌
陀
の
淨
土
に
歸
入
し
て
受
記
成
佛
す
。

故
に
大
經
に
云
く
、
東
方
諸
佛
の
國
、
其
の
数
恒
沙
の
如
し
。

彼
土
の
菩
薩
衆
往
て
無
量
覺
を
覲
る
。
南
西
北
四
維
上
下
も
亦

復
た
然
な
り
。｛
乃
至
｝
十
方
よ
り
來
れ
る
正
士
吾
れ
悉
く
彼

の
願
を
知
れ
り
。
嚴
淨
の
土
を
志
求
し
て
、
決
を
受
け
て
當
に

作
佛
す
べ
し
。｛
乃
至
｝
菩
薩
の
道
を
究
竟
し
、
諸
の
功
德
本

を
具
し
、
決
を
受
け
て
當
に
作
佛
す
べ
し
。
大
論
四
十
三
に
云

く
、
菩
薩
に
二
種
有
り
。
一
つ
に
は
、
慈
悲
心
を
も
て
多
く
衆

生
の
爲
に
す
。
二
つ
に
は
、
多
く
諸
佛
の
功
德
を
集
む
。
楽
て

多
く
功
德
を
集
む
る
者
は
、
一
乗
淸
淨
無
量
壽
國
土
に
至
る
。

｛
已
上
｝。
又
た
普
賢
大
士
、
諸
の
菩
薩
の
爲
に
十
大
願
を
發
す
。

廻
向
の
願
の
中
に
偏
に
極
樂
往
生
の
事
を
願
ず
。
恐
く
は
是
れ

西
方
は
成
菩
提
の
土
、
彌
陀
は
亦
た
是
れ
正
覺
門
の
覺
王
な
る

故
か
。
観
念
門
に
云
く
、
過
去
の
諸
佛
、
是
の
念
阿
彌
陀
佛
三

昧
を
持
て
皆
な
成
佛
す
る
こ
と
を
得
。
現
在
の
諸
佛
未
來
の
諸

佛
皆
な
作
佛
す
る
こ
と
を
得
。｛
略
抄
｝
宗
家
の
所
判
、
密
教

の
意
に
叶
へ
り
。
聊
爾
に
す
べ
か
ら
ず
。
又
た
楞
伽
経
七
に
云

く
、
十
方
の
諸
刹
土
の
衆
生
、
菩
薩
中
、
所
有
の
法
報
佛
、
化

身
、
及
び
變
化
皆
な
無
量
壽
極
樂
界
の
中
從
り
出
づ
。
方
廣
經

の
中
に
於
い
て
應
に
知
る
べ
し
、
密
意
の
説
。｛
已
上
偈
文
｝。

一
切
の
諸
佛
は
極
樂
從
り
出
づ
。
豈
に
歸
入
無
く
し
て
出
づ
る

こ
と
有
ら
ん
や）

4
（

。

　

道
光
は
、「
宗
」
と
は
独
尊
の
義
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
宗
と
名
乗
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る
以
上
は
聖
道
・
浄
土
二
門
の
出
離
生
死
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
。

天
台
宗
の
場
合
は
、
蔵
・
通
・
別
の
三
教
の
利
益
を
説
く
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
た
だ
教
え
の
み
あ
っ
て
仏
果
を
得
る
人
は
い
な
い
た
め
、
み

な
円
教
一
教
に
帰
入
す
る
。
こ
の
意
味
で
天
台
宗
は
独
尊
で
あ
り
、

「
宗
」
の
義
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
浄
土
宗
の
場
合
は
、

天
台
宗
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
独
尊
の
宗
義
が
成
立
し
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聖

道
門
と
浄
土
門
の
宗
義
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
混
同
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
次
の
図
の
よ
う
に
、
法
を
受
け
る
機

根
が
凡
夫
で
あ
り
、
時
代
も
末
法
濁
世
で
あ
る
か
ら
聖
浄
二
門
に
自

ず
か
ら
廃
立
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
観
経
』
に
二

宗
を
立
て
て
も
、
観
仏
を
廃
し
て
念
仏
の
み
を
所
立
の
宗
と
し
て
い

る
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
意
は
、
し
ば
ら
く
菩
薩
の
修
行
・
断
惑
証
理

に
こ
と
よ
せ
て
聖
道
門
に
利
益
が
あ
る
と
す
る
け
れ
ど
も
、
聖
道
門

諸
宗
の
教
え
も
ま
た
無
明
を
断
じ
た
後
に
は
浄
土
門
の
教
え
に
帰
す

る
と
道
光
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
時
機
に
よ
る
廃
立
】

　

聖
道
門
の
教
え
―
実
益
有
り
・
時
機
相
応
で
は
な
い
―
廃

　

浄
土
門
の
教
え
―
実
益
有
り
・
時
機
相
応
で
あ
る
―
立

　

さ
ら
に
、
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
、
善
導
『
般
舟
讃
』『
観
念

法
門
』
の
他
、『
無
量
寿
経
』『
大
智
度
論
』『
楞
伽
経
』
等
を
引
用

し
、
聖
道
門
の
教
え
を
受
け
て
修
行
し
た
者
も
極
楽
へ
向
か
い
、
菩

薩
の
受
記
も
三
世
の
諸
仏
の
成
仏
も
極
楽
浄
土
・
阿
弥
陀
仏
に
依
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
図
示
す
れ
ば
次
の
通

り
で
あ
る
。

【
菩
薩
の
受
記
・
成
仏
の
流
れ
】

　

高
位
の
地
上
菩
薩
→
隨
縁
の
報
土
→
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土

　

十
方
諸
仏
国
の
菩
薩
→
極
楽
浄
土
→
阿
弥
陀
仏
の
授
記
→
成
仏

【
諸
仏
の
成
仏
も
極
楽
浄
土
・
阿
弥
陀
仏
に
依
る
】

　

念
阿
弥
陀
仏
三
昧
→
三
世
の
諸
仏
が
成
仏

　

極
楽
浄
土
→
法
報
化
身
や
変
化
身
の
仏
の
出
生

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
大
乗
の
経
論
の
な
か
に
多
く
説
か
れ
て
お
り
、

諸
々
の
菩
薩
の
た
め
に
発
さ
れ
た
普
賢
十
大
願
に
極
楽
往
生
が
願
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
極
楽
が
菩
提
成
就
の
土
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
が

正
覚
門
の
覚
王
で
あ
る
こ
と
に
依
る
と
し
、
道
光
は
一
切
の
諸
仏
が

極
楽
か
ら
出
生
し
、
聖
道
門
の
者
で
あ
っ
て
も
み
な
浄
土
の
教
え
に

帰
入
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
宗
」
の
三
義
を
用
い
た
解
釈
と
し
た
が
、
こ
の
道
光

の
解
釈
に
は
「
宗
」
の
三
義
す
べ
て
を
用
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
道

光
が
三
義
す
べ
て
で
は
な
く
、
独
尊
の
義
の
み
で
「
宗
」
の
義
が
成
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立
す
る
と
捉
え
て
お
り
、
意
図
的
に
帰
趣
と
統
摂
を
除
い
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
義
を
除
外
し
た
理
由
と
し
て
は
、
道

光
自
身
が
『
観
経
』
一
経
両
宗
の
う
ち
、
観
仏
を
廃
し
て
念
仏
を
立

す
る
こ
と
を
例
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
「
宗
」
の
解

釈
を
良
忠
に
よ
る
『
観
経
』
一
経
両
宗
の
解
釈
の
延
長
上
に
行
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
伝
通
記
』
に

問
う
、
兩
三
昧
を
宗
と
爲
す
こ
と
は
三
義
の
中
に
何
に
當
た
る

や
。
答
う
、
獨
尊
の
義
に
當
た
る
な
り
。
又
た
念
佛
は
獨
尊
の

義
に
限
り
、
觀
佛
は
三
義
に
通
ず
）
5
（

。

と
い
っ
て
、『
観
経
』
一
経
両
宗
の
う
ち
の
念
仏
は
独
尊
の
義
の
み

を
有
し
て
い
る
と
い
う
良
忠
の
見
解
を
意
識
し
て
、
浄
土
宗
の

「
宗
」
解
釈
も
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
段
で
諸
菩

薩
・
諸
仏
と
極
楽
浄
土
・
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
を
示
す
内
容
を
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
内
容
は
帰
趣
や
統
摂
で
説
明
可
能
な
も
の
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
二
義
を
用
い
て
い
な
い
の
も
、
こ
の
理
由
に

依
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
道
光
は
こ
の
よ
う
に
、
高
位

の
菩
薩
で
も
、
他
の
宗
派
の
教
え
を
受
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

成
仏
す
る
た
め
に
は
最
後
に
極
楽
浄
土
・
阿
弥
陀
仏
に
依
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
理
論
を
独
尊
の
義
に
お
い
て
構
築
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

三
、
良
心
『
決
疑
鈔
見
聞
』
に
お
け
る
浄
土
宗
の
「
宗
」
解
釈

　

道
光
説
の
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
藤
田
派
持
阿
良

心
の
『
決
疑
鈔
見
聞
』
の
説
で
あ
る
。
次
に
良
心
に
お
け
る
浄
土
宗

の
「
宗
」
解
釈
を
見
て
い
き
た
い
。
良
心
『
決
疑
鈔
見
聞
』
に
は
、

罪
惡
凡
夫
の
出
離
の
要
法
は
、
唯
念
佛
往
生
の
門
に
有
り
。
故

に
浄
土
宗
と
名
づ
け
、
此
の
要
を
顯
さ
ん
が
爲
に
聖
道
を
立
つ

な
り
。
又
た
二
門
を
以
て
末
世
の
機
に
擬
え
る
に
淨
土
の
法
益

は
是
れ
獨
尊
な
り
。
是
れ
最
頂
な
り
。《
中
略
》
今
は
立
宗
判

教
の
義
邊
を
例
す
。
何
ぞ
全
く
彼
に
同
ぜ
ん
。
法
相
宗
の
如
き

は
三
時
教
を
立
て
て
偏
有
空
を
捨
て
て
中
を
取
る
を
要
と
爲
す
。

即
ち
今
の
例
な
り
、
戒
度
は
獨
尊
、
統
攝
、
歸
趣
の
三
義
を
釋

す
る
が
故
に
、
今
は
彼
の
獨
尊
の
義
邊
に
合
せ
り
。
況
や
彼
の

聖
道
所
修
の
事
理
、
定
散
の
業
因
を
廻
し
て
淨
土
に
生
ず
べ
し
。

此
れ
統
攝
、
歸
趣
の
義
に
非
ず
や
。
何
に
況
や
彌
陀
の
果
德
、

無
上
一
乘
の
體
用
に
何
の
法
か
歸
せ
ざ
る
や
。
故
に
有
る
經
に

十
方
三
世
の
佛
、
一
切
の
諸
菩
薩
、
八
萬
の
諸
聖
教
は
皆
な
是

れ
阿
彌
陀
な
り
（
已
上
）。『
觀
念
法
門
』
に
『
般
舟
經
』
を
引

き
て
云
く
、
三
世
の
諸
佛
は
念
阿
弥
陀
佛
三
昧
を
持
し
て
皆
な

成
佛
を
得
（
已
上
）。
若
し
此
の
義
に
依
ら
ば
、
諸
佛
の
所
證
、
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一
代
の
説
經
、
彌
陀
の
一
法
に
攝
入
す
と
云
う
べ
き
の
み）

（
（

。

と
あ
る
。
は
じ
め
に
良
心
は
罪
悪
の
凡
夫
が
生
死
の
苦
を
出
る
た
め

に
要
と
な
る
教
え
は
、
念
仏
し
て
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
法
門
に
あ

り
、
こ
れ
を
浄
土
宗
と
名
づ
け
、
聖
道
門
は
こ
の
法
門
が
肝
要
で
あ

る
こ
と
を
顕
か
に
す
る
た
め
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
良
心
は
道
光
と
同
様
に
こ
の
二
門
を
末
法
悪
世
の
衆
生
の
機
根

に
ひ
き
あ
て
て
み
る
こ
と
で
、
浄
土
の
教
え
こ
そ
独
尊
で
あ
り
、
最

頂
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
聖
道
門
が
修
す
る
と
こ

ろ
の
事
理
・
定
散
の
業
因
を
廻
ら
し
て
浄
土
に
生
ず
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
は
統
摂
と
帰
趣
の
義
に
あ
た
り
、
阿
弥
陀
仏
の
果
徳

に
す
べ
て
の
教
え
が
帰
向
し
な
い
こ
と
な
ど
な
い
と
し
て
い
る
。
こ

の
経
証
と
し
て
良
心
は
『
阿
弥
陀
仏
根
本
秘
密
神
呪
経
』
や
善
導

『
観
念
法
門
』
等
を
引
用
し
、
道
光
と
同
様
に
諸
仏
の
所
証
や
釈
尊

一
代
の
教
説
も
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
教
え
に
帰
一
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
こ
の
良
心
の
浄
土
宗
の
「
宗
」
の
三
義
解
釈
を
図

示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
独
尊
】

　

末
世
の
機
に
お
い
て　

○
浄
土
門　

×
聖
道
門

　

凡
夫
出
離
の
要
法　
　

浄
土
門
―
所
顕　

聖
道
門
―
能
顕

【
統
摂
・
帰
趣
】

　

浄
土
門　

←　

聖
道
門
の
修
行
を
回
向

　

阿
弥
陀
仏
の
果
徳　

←　

聖
道
門
諸
宗
の
教
法

　

念
阿
弥
陀
仏
の
一
法　

←　

諸
仏
の
所
證
・
釈
尊
の
教
説

　

こ
こ
に
示
さ
れ
る
良
心
の
独
尊
の
義
の
内
容
は
、
道
光
の
独
尊
の

義
の
前
段
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
道
光
説
の
後
段
は
、
帰
趣
・
統

摂
の
内
容
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
道
光
が
諸
経
論
を
数

多
く
引
用
し
て
示
し
た
阿
弥
陀
仏
・
極
楽
浄
土
と
三
世
諸
仏
・
諸
菩

薩
・
八
万
諸
聖
教
と
の
関
係
性
が
、「
十
方
三
世
の
仏
と
一
切
の
諸

菩
薩
、
八
万
の
諸
聖
教
も
み
な
こ
れ
阿
弥
陀
で
あ
る
」
と
い
う
『
阿

弥
陀
仏
根
本
秘
密
神
呪
経
』
の
引
用
に
よ
っ
て
簡
略
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る）

（
（

。
一
見
、
道
光
の
独
尊
の
義
を
独
尊
と
帰
趣
の
二
義
に
分
け

て
説
い
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
果
徳
や
念

阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
、
三
世
の
諸
仏
の
所
証
と
す
べ
て
の
教
法
が
摂

め
取
ら
れ
る
故
に
、
帰
趣
と
は
逆
の
統
摂
の
関
係
も
成
立
す
る
こ
と

を
暗
に
示
し
て
い
る
点
は
良
心
独
自
の
見
解
と
い
え
る
。
良
心
に
よ

っ
て
あ
ら
た
め
て
統
摂
と
帰
趣
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、

独
尊
の
語
で
は
諸
宗
を
超
過
す
る
と
い
う
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ

て
聖
道
門
諸
宗
と
の
関
係
性
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

点
が
解
消
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
良
心
の
三
義
説
に
よ
っ
て
、
浄

土
宗
の
教
え
が
諸
宗
を
超
過
し
な
が
ら
も
、
諸
宗
と
断
絶
す
る
も
の
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で
は
な
い
と
い
う
関
係
性
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、
名
越
派
慧
観
・
諸
行
本
願
義
入
阿
等
に
お
け
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
の
「
宗
」
解
釈

　

続
い
て
、
良
心
『
決
疑
鈔
見
聞
』
に
み
ら
れ
る
名
越
派
慧
観
や
諸

行
本
願
義
入
阿
等
の
説
を
見
て
い
き
た
い）

（
（

。
残
念
な
が
ら
こ
の
説
示

の
典
拠
と
な
る
著
作
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
良
心

に
よ
る
長
文
の
引
用
を
も
と
に
考
察
を
試
み
た
い
。『
決
疑
鈔
見
聞
』

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
た
惠
觀
、
甲
斐
の
反
寂
、
本
願
義
の
入
阿
等
の
義
に
云
く
、

聖
道
と
淨
土
の
二
門
異
な
り
と
雖
も
、
倶
に
淨
土
に
生
じ
極
果

を
證
す
。
故
に
淨
土
宗
と
名
づ
く
と
。
此
れ
に
獨
尊
、
統
攝
、

歸
趣
の
三
義
を
具
す
。
此
の
文
を
離
れ
て
極
果
を
證
す
る
こ
と

無
し
。
是
れ
獨
尊
の
義
な
り
。
佛
教
多
し
と
雖
も
當
宗
を
出
で

ず
。
是
れ
統
攝
の
義
な
り
。
十
方
の
菩
薩
悉
く
淨
土
に
歸
し
、

三
世
の
諸
佛
皆
な
彌
陀
を
念
ず
。
是
れ
帰
趣
の
義
な
り
。《
中

略
》
當
に
知
る
べ
し
。
十
方
の
諸
佛
菩
薩
衆
の
受
記
し
佛
土
を

成
ず
る
は
極
樂
に
在
り
。
華
厳
經
の
文
殊
發
願
に
云
く
、
彼
の

國
に
生
じ
已
り
て
諸
大
願
を
成
満
し
、
阿
彌
陀
如
来
現
前
し
て

授
記
す
。｛
已
上
｝
十
方
の
如
来
、
文
殊
の
智
水
に
浴
し
、
三

世
の
諸
菩
薩
、
普
賢
の
願
海
に
入
る
。
二
聖
の
誓
願
此
く
の
如

し
。
何
れ
の
菩
薩
か
之
れ
に
順
ぜ
ざ
ら
ん
。
龍
樹
天
親
等
の
往

生
等
此
の
義
な
り
。
般
舟
經
に
云
く
、
三
世
の
諸
佛
、
念
阿
彌

陀
佛
三
昧
を
持
て
皆
な
成
佛
す
る
こ
と
を
得
。｛
已
上
｝
楞
伽

経
第
六
偈
に
云
く
、
十
方
の
諸
刹
土
の
衆
生
、
菩
薩
中
、
所
有

の
法
報
佛
、
化
身
、
及
び
變
化
皆
な
無
量
壽
極
樂
界
の
中
從
り

出
づ
。｛
已
上
｝
實
に
知
り
ぬ
。
三
世
十
方
の
諸
佛
悉
く
彌
陀

極
樂
從
り
出
生
し
、
更
に
餘
途
無
し
。
然
る
に
諸
經
の
中
に
菩

薩
の
記
を
説
き
、
彌
陀
に
依
り
て
終
に
極
果
を
成
ず
と
い
え
ど

も
、
且
く
彼
の
益
を
隠
し
て
先
ず
之
れ
を
論
ず
。
例
せ
ば
、
別

時
意
の
若
く
ん
ば
無
垢
月
光
佛
を
稱
念
し
て
決
定
し
て
當
に
作

佛
す
る
こ
と
を
得
る
が
如
し
）
（
（

。

　

慧
観
た
ち
は
、
聖
浄
二
門
共
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
極
果
を
証
す
る

の
で
浄
土
宗
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
浄
土
宗
に
独
尊
・

統
摂
・
帰
趣
の
三
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
浄

土
門
を
離
れ
て
極
果
を
証
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
独
尊
の
義

で
あ
り
、
仏
教
多
し
と
い
っ
て
も
、
浄
土
宗
を
超
出
す
る
も
の
は
一

つ
も
な
い
と
い
う
の
が
統
摂
の
義
で
あ
り
、
十
方
の
菩
薩
が
尽
く
浄

土
に
帰
入
し
、
三
世
の
諸
仏
も
み
な
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
の

が
、
帰
趣
の
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
義
を
明
確
に
定
義
し
た
上
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で
、
慧
観
等
も
ま
た
道
光
や
良
心
と
同
じ
く
、
十
方
の
諸
仏
や
菩
薩

が
次
に
仏
に
な
る
と
い
う
記
別
を
受
け
て
仏
土
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

は
極
楽
に
依
る
と
い
う
説
を
展
開
す
る
。
経
証
に
は
『
華
厳
経
』

『
般
舟
三
昧
経
』『
楞
伽
経
』
を
用
い
、
三
世
十
方
の
諸
仏
も
尽
く
阿

弥
陀
仏
と
極
楽
浄
土
よ
り
出
生
し
、
更
に
他
に
道
は
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
上
記
の
慧
観
等
の
説
を
図
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ

る
。

　

独
尊
―	

聖
道
門
諸
宗
も
浄
土
門
を
離
れ
て
極
果
を
証
す
る
こ
と
が

で
き
な
い

　

統
摂
―	

仏
教
に
は
多
門
あ
る
が
、
す
べ
て
浄
土
宗
を
出
る
も
の
で

は
な
い

　

帰
趣
―	

十
方
の
菩
薩
は
こ
と
ご
と
く
浄
土
に
帰
し
、
三
世
の
諸
仏

も
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る

　

こ
の
慧
観
等
の
説
は
、
道
光
や
良
心
と
異
な
っ
て
浄
土
宗
が
時
機

相
応
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
独
尊
で
あ
る
と
す
る
主
張

が
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
道
光
説
後
段
と
良
心
の
統
摂
・
帰
趣
説

に
通
じ
る
内
容
が
慧
観
等
の
独
尊
の
義
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
浄
土
宗
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
「
宗
」
の
三
義
を
具
備
さ
せ

た
の
は
良
心
で
あ
る
が
、
統
摂
と
帰
趣
と
の
差
が
曖
昧
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
、
慧
観
等
の
説
は
、
一
応
統
摂
と
帰
趣
の
内
容
が
明
確
に

説
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
異
な
る
の
は
、
阿
弥

陀
仏
や
極
楽
に
依
ら
ず
に
成
仏
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
主

張
を
強
め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
良
心
が
、

今
云
く
、
此
の
義
誠
に
巧
み
な
り
。
但
し
立
義
の
如
く
ん
ば
、

理
に
違
し
文
に
背
く
。
先
ず
理
に
違
す
と
は
、
諸
佛
菩
薩
の
繋

屬
、
結
縁
は
法
爾
に
し
て
各
異
な
り
。《
中
略
》
此
の
道
理
に

依
り
て
各
の
縁
佛
に
就
い
て
極
果
を
証
す
べ
し
。
何
ぞ
彌
陀
に

局
ら
ん
。
故
に
観
念
門
の
記
に
然
阿
云
く
、
念
仏
三
昧
經
の
如

く
ん
ば
、
總
じ
て
諸
佛
を
念
ず
。
觀
佛
經
の
中
に
別
し
て
釋
迦

を
念
ず
。
般
舟
經
中
に
彌
陀
を
持
念
す
。
こ
の
三
經
各
の
一
縁

に
逗
じ
、
一
切
皆
な
彌
陀
を
念
ず
る
に
非
ず
。（
已
上
）
次
に

文
に
背
く
と
は
、
心
地
観
經
に
云
く
、
十
方
の
諸
菩
薩
を
化
せ

ん
が
爲
に
一
佛
十
種
の
身
を
現
ず
。（
已
上
）
弘
決
一
に
云
く
、

法
身
の
説
法
は
尚
等
覺
を
し
て
最
後
品
を
斷
ぜ
し
む
。（
已
上
）

此
れ
等
の
文
、
明
ら
か
に
第
十
地
及
び
等
覺
を
し
て
最
後
品
を

斷
ぜ
し
む
る
と
見
え
、餘
化
に
通
ぜ
し
む
。何
ぞ
彌
陀
に
局
ら
ん
。

と
述
べ
て
、
慧
観
等
の
説
が
道
理
に
違
反
し
、
経
論
の
文
に
も
背
く

も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
道
理
に
違

反
し
て
い
る
と
は
、
縁
の
あ
っ
た
仏
に
依
っ
て
極
果
を
証
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
良
忠
の
説
示
の
よ
う
に
一
切
の
仏
菩
薩
が
す
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べ
て
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
文

に
背
く
と
い
う
の
は
、『
心
地
観
経
』
や
湛
然
の
『
弘
決
』
に
説
か

れ
る
通
り
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
の
化
導
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
心
は
三
世
の
仏
の
す
べ
て
が
必
ず

阿
弥
陀
仏
に
依
っ
て
極
果
を
得
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
慧

観
等
の
説
が
師
説
に
も
反
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。五

、
お
わ
り
に

　

以
上
、
良
忠
門
流
三
者
の
解
釈
を
み
て
い
き
、
浄
土
宗
の
聖
道
門

諸
宗
に
対
す
る
超
勝
性
を
示
す
も
の
と
し
て
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
の

内
容
が
大
き
く
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

道
光
以
降
の
諸
師
に
お
い
て
は
、
三
義
を
具
備
さ
せ
る
こ
と
で
浄
土

宗
が
単
に
聖
道
門
諸
宗
を
超
絶
し
た
も
の
（
独
尊
）
で
あ
る
と
述
べ

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
関
係
が
諸
宗
を
束
ね
る
も
の
で
あ
り
（
統

摂
）、
諸
宗
の
人
び
と
も
最
後
に
は
帰
入
す
べ
き
も
の
（
帰
趣
）
で

あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
経
論
を
引
用
し
な
が
ら
巧
み
に
説
明
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
師
の
説
は
す
べ
て
『
選
択
集
』
の
末
疏
で

あ
り
、
第
一
章
聖
道
浄
土
二
門
判
に
お
け
る
注
釈
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

聖
道
門
諸
宗
に
対
す
る
優
位
性
が
意
識
さ
れ
、
自
ず
と
教
判
的
性
格

の
強
い
「
宗
」
の
三
義
説
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
独
尊
・
統

摂
・
帰
趣
は
、
戒
度
が
「
宗
」
の
主
の
義
を
示
す
た
め
に
作
り
だ
し

た
も
の
で
あ
る
故
、
良
忠
門
流
の
者
が
教
判
に
お
い
て
使
用
す
る
に

お
い
て
も
、
浄
土
宗
が
全
仏
教
の
中
で
主
で
あ
り
、
諸
宗
の
教
説
を

も
併
呑
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１　

拙
稿
「「
宗
」
の
三
義
説
―
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
―
（
１
）」（『
佛
教
論

叢
』
五
四
、
二
〇
一
〇
年
）。

２　

拙
稿
「「
宗
」
の
三
義
説
―
独
尊
・
統
摂
・
帰
趣
―
（
２
）」（『
廣
川
堯
敏

教
授
古
希
記
念
論
文
集
』
に
掲
載
予
定
）。

３　

本
稿
に
使
用
す
る
引
用
文
献
の
漢
文
は
、
す
べ
て
書
下
し
、
注
記
に
は
原

漢
文
の
収
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
み
を
付
し
た
。
ま
た
、
割
注
は
｛　

｝
の

内
に
そ
の
書
下
し
を
記
し
た
。

４　
『
浄
全
』
八
、
一
〇
頁
下
。

５　
『
浄
全
』
三
、
一
五
三
頁
上
。

６　
『
浄
全
』
七
、
六
八
七
頁
上
～
下
。

７　
『
阿
弥
陀
仏
根
本
秘
密
神
呪
経
』（『
続
蔵
』
二
、
八
八
八
頁
下
）。

８　

聖
冏
『
浄
土
術
聞
口
決
鈔
』（『
浄
全
』
一
一
、
五
九
二
上
）
に
「
昔
日
先

師
在
生
之
時
迎
佐
介
上
人
三
十
三
年
遠
忌
被
修
追
善
有
十
日
十
座
講
筵
正
忌

日
結
願
論
議
問
題
業
成
論
議
也
。
爰
善
導
寺
慈
觀
惠
觀
同
參
聽
聞
其
日
講
師

盛
蓮
房
問
者
善
知
房
｛
始
學
善
導
寺
後
受
長
樂
寺
ニ
也
｝」
と
あ
る
。
こ
こ

に
登
場
す
る
「
惠
觀
」
は
、
良
忠
の
三
十
三
回
忌
に
お
け
る
業
成
論
の
議
論

に
参
加
し
た
名
越
派
尊
観
門
下
の
慧
観
良
然
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

９　
『
浄
全
』
七
、
六
八
七
頁
下
。
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宗
歌
の
真
意
─
現
当
二
世
の
浄
土
宗
─

石　

田　

孝　

信

一　

は
じ
め
に

　
「
浄
土
宗
は
死
後
で
な
い
と
救
わ
れ
な
い
の
で
す
か
」
と
か
「
阿

弥
陀
仏
は
死
者
の
た
め
の
仏
様
な
の
で
す
か
」
等
の
質
問
を
受
け
る

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
あ
る
時
、
有
名
な
高
僧
が
テ
レ
ビ
で
「
阿
弥
陀

仏
は
死
後
の
仏
様
で
す
」
と
説
明
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

大
変
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
大
方
の
人
は
こ
の
よ
う
な
印
象
を
持

っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
法
然
上
人
が
浄
土
宗
を
開

宗
さ
れ
る
以
前
、
ま
た
法
然
上
人
以
外
の
人
達
の
考
え
方
で
あ
る
。

『
選
択
集
』
に
「
現
当
二
世
始
終
の
両
益
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
死
後
や
死
者
に
限
る
の
で
は
な
く
、
現
世
と
死
後
、
生
者
と

死
者
に
渡
る
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
現
当
二
世
こ
そ
が
法
然
上
人

の
立
場
な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
浄
土
宗
は
日
々
お
念
仏
を
相
続
し
、
現
世
で
は
阿
弥

陀
仏
の
お
護
り
と
お
導
き
の
も
と
、
人
格
を
高
め
生
き
甲
斐
の
あ
る

明
る
く
正
し
く
仲
良
い
人
生
を
願
い
、
臨
終
の
時
は
阿
弥
陀
仏
の
来

迎
に
よ
り
死
の
恐
怖
（
三
種
の
愛
心
）
が
除
か
れ
、
後
世
は
阿
弥
陀

仏
に
導
か
れ
（
引
接
）
極
楽
に
往
生
し
成
仏
す
る
、
教
え
で
す
と
お

答
え
し
た
い
。

　

こ
の
根
拠
こ
そ
が
宗
歌
の
真
意
な
の
で
す
。
以
下
宗
歌
を
考
察
し

論
証
を
試
み
る
。

二　

宗
歌
に
つ
い
て

　

１　

作
者　

法
然
上
人　

　

２　

典
拠　
『
続
千
載
和
歌
集
』
の
第
11
巻
釈
教
部
に
源
空
上
人

と
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
を
法
然
上
人
行
状
絵
図
第
（1
巻
に
編
纂
し
た
。

　

３　

題　

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
心

浄
土
宗
は
宗
歌
（
月
か
げ
）、
浄
土
宗
吉
水
講
は
「
月
か
げ
の
御
詠
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歌
」
と
呼
び
、
昭
和
44
年
に
宗
歌
に
制
定
さ
れ
る
。

　

４　

内
容
『
月
か
げ
の　

い
た
ら
ぬ
里
は　

な
け
れ
ど
も

な
が
む
る
人
の　

心
に
ぞ
す
む
』

①
直
訳　

月
の
光
り
の　

届
か
な
い
里
な
ど
は　

な
い
の
に
…
…

仰
ぎ
見
る
人
の　

心
に
住
み
・
澄
む
の
で
す

②
意
訳　

夜
空
に
皓
々
と
輝
く
月
の
光
り
が
、
届
か
な
い
所
な
ど

な
く
、
ど
ん
な
田
舎
で
も
分
け
隔
て
な
く
す
べ
て
を
平
等
に
照

ら
し
て
い
る
の
に
…
…
（
こ
の
素
晴
ら
し
い
月
を
見
な
い
人
が

い
る
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
す
。）
神
々
し
い
月
は
、
ま
る
で

空
中
の
月
が
池
の
水
に
宿
る
よ
う
に
、
仰
ぎ
見
る
人
の
心
に
そ

の
姿
が
移
り
住
み
、
そ
の
光
り
が
映
り
澄
む
の
で
す
。（
何
と

有
り
難
い
こ
と
で
し
ょ
う
。）

③
私
訳　

西
方
極
楽
浄
土
に
在
ま
す
阿
弥
陀
仏
は
、（
三
毒
の
煩

悩
に
縛
ら
れ
自
力
で
解
脱
す
る
術
も
な
く
、
六
道
に
輪
廻
し
苦

し
ん
で
い
る
人
々
を
救
い
た
い
と
願
い
）
あ
た
か
も
夜
空
に

皓
々
と
輝
く
月
が
暗
闇
を
明
る
く
変
え
る
よ
う
に
、
お
身
体
か

ら
放
た
れ
る
無
量
の
光
明
で
無
明
の
凡
夫
を
成
仏
さ
せ
よ
う
と
、

十
方
世
界
を
隈
無
く
照
ら
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

	

　
（
こ
の
光
明
を
知
ら
な
い
人
は
、
月
を
眺
め
な
い
人
と
同
じ

よ
う
に
気
の
毒
な
こ
と
で
す
。
ま
た
死
後
で
な
い
と
救
わ
れ
な

い
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
実
際
は
現
世
か
ら
救
い
が
始
ま

る
の
で
し
た
。そ
の
こ
と
を
月
に
託
し
て
表
現
し
て
み
ま
し
た
。）

	

　

悩
み
苦
し
み
（
四
苦
八
苦
）
の
多
い
生
死
の
世
界
か
ら
極
楽

に
救
わ
れ
た
い
と
願
い
、
阿
弥
陀
仏
に
助
け
を
求
め
て
お
念
仏

す
る
人
を
誰
で
も
平
等
に
、
ま
る
で
月
が
空
中
に
あ
り
な
が
ら
、

仰
ぎ
見
る
人
の
心
に
月
の
光
り
を
届
け
て
住
み
澄
む
よ
う
に
、

阿
弥
陀
仏
は
極
楽
に
在
り
な
が
ら
そ
の
人
を
光
明
で
摂
め
取
る

の
で
す
。
す
る
と
、
そ
の
人
は
現
世
で
の
苦
し
み
が
和
ら
ぎ
人

格
が
向
上
す
る
よ
う
に
導
か
れ
、
命
終
の
時
は
阿
弥
陀
仏
の
来

迎
に
よ
り
死
の
恐
怖
（
三
種
の
愛
心
）
が
除
か
れ
、
穏
や
か
に

極
楽
へ
引
接
さ
れ
る
の
で
す
。

	

　

こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
は
現
世
か
ら
来
世
へ
と
一
貫
し
て
救

い
、
決
し
て
捨
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
極
楽
に
お

い
て
成
仏
す
る
ま
で
私
ど
も
を
お
救
い
く
だ
さ
る
の
で
す
。
誠

に
阿
弥
陀
仏
は
生
き
て
在
し
て
お
釈
迦
様
が
お
説
き
の
と
お
り

な
の
で
す

　

以
上
、
下
記
に
述
べ
る
法
然
上
人
の
御
法
語
を
も
と
に
私
訳
を
試

み
ま
し
た
が
、
か
な
り
独
善
的
に
な
っ
て
し
ま
い
忸
怩
た
る
思
い
を

禁
じ
得
ま
せ
ん
。
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三　

摂
益
文
と
の
比
較
考
察

１　
「
光
明
遍
照　

十
方
世
界
」
と

　
「
月
か
げ
の　

い
た
ら
ぬ
里
は　

な
け
れ
ど
も
」

①
阿
弥
陀
仏
と
月

　

宗
歌
は
摂
益
文
の
心
を
題
と
す
る
お
歌
で
す
。
そ
の
た
め
宗
歌
の

理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
摂
益
文
と
比
較
し
て
考
察
す
る
。
ま
ず
阿

弥
陀
仏
の
光
明
と
そ
の
能
力
を
述
べ
る
。

『
無
量
寿
仏
に
八
万
四
千
の
相
あ
り
。
一
一
の
相
に
、
各
お
の
八

万
四
千
の
随
形
好
あ
り
。
一
一
の
好
に
、
ま
た
八
万
四
千
の
光

明
り
。
一
一
の
光
明
、
徧
く
十
方
世
界
を
照
ら
し
て
、
念
仏
の

衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。』（
観
無
量
寿
経
）

『
無
量
寿
仏
の
威
神
光
明
、
最
尊
第
一
な
り
。
諸
仏
の
光
明
、
能

く
及
ば
ざ
る
所
な
り
。』（
無
量
寿
経
）

　

こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
は
諸
仏
に
超
え
て
勝
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

月
に
喩
え
る
の
で
す
か
ら
、
月
は
仲
秋
の
名
月
や
満
月
が
想
定
さ
れ

る
。
ま
た
一
一
の
光
明
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
一
月
天
に
あ
っ
て
、

影
満
水
に
浮
か
ぶ
」
の
比
喩
を
参
考
に
し
た
い
。

２　
「
念
仏
衆
生　
摂
取
不
捨
」
と
「
な
が
む
る
人
の　
心
に
ぞ
す
む
」

①
摂
取
不
捨
は
現
世
か
来
世
か

　

は
じ
め
に
で
触
れ
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
当
時
、
阿
弥
陀
仏
は

死
後
の
仏
で
、
修
行
を
積
ん
だ
高
僧
で
も
臨
終
の
時
正
念
に
住
し
て

来
迎
を
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
、
と
懸
念
す
る
状
況
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
は
明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。

『
問
う
て
云
く
、
摂
取
の
益
を
こ
う
ぶ
る
事
は
、
平
生
か
臨
終
か
、

い
か
ん
。
答
え
て
云
く
、
平
生
の
時
な
り
。（
中
略
）

平
生
の
時
、
照
ら
し
始
め
て
最
後
ま
で
捨
て
給
わ
ぬ
な
り
。

故
に
不
捨
の
誓
約
と
申
す
な
り
。』（
念
仏
往
生
要
義
抄
）

　

阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
は
、
平
生
と
か
臨
終
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
平
生
か
ら
最
後
ま
で
、
つ
ま
り
現
当
二
世
で
あ
る
と
い

う
の
が
法
然
上
人
の
お
立
場
で
あ
り
ま
す
。
日
々
六
万
遍
の
お
念
仏

相
続
の
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
当
時
は
も
と
よ
り
現
在

で
も
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
お
念
仏
が
活
き
た
信
仰
で
あ
る
こ
と

を
裏
づ
け
る
浄
土
宗
の
肝
要
な
特
徴
で
あ
る
。

②
摂
取
不
捨
の
内
容

　

次
に
、
摂
取
不
捨
の
内
容
を
も
う
少
し
具
体
的
に
論
究
し
て
み
る
。

法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
お
ら
れ
る
。

『
摂
取
不
捨
の
光
明
、
常
に
照
ら
し
て
捨
て
給
わ
ず
。（
中
略
）

信
心
い
よ
い
よ
増
長
し
、
衆
苦
こ
と
ご
と
く
消
滅
す
。』

『
衆
生
い
の
ち
を
わ
る
時
に
の
ぞ
み
て
、（
中
略
）
妄
念
う
ち
に
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も
よ
ほ
し
て
、
境
界
、
自
体
、
当
生
の
三
種
の
愛
心
き
を
ひ
を

こ
る
。（
中
略
）
臨
終
の
時
い
た
れ
ば
ほ
と
け
来
迎
し
給
ふ
。

行
者
こ
れ
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
心
に
歓
喜
を
な
し
て
禅
定
に

い
る
が
ご
と
く
し
て
、
た
ち
ま
ち
に
観
音
の
蓮
台
に
乗
し
て
、

安
養
の
宝
刹
に
い
た
る
也
。
こ
れ
ら
の
益
あ
る
が
ゆ
え
に
、
念

仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
と
い
ふ
な
り
。』（
共
に
三
部
経
大
意
）

　

こ
こ
で
は
、
摂
取
不
捨
の
内
容
が
現
当
二
世
に
わ
た
っ
て
説
明
さ

れ
て
い
る
。
現
世
で
は
信
心
が
深
ま
り
、
人
生
に
お
け
る
悩
み
苦
し

み
が
和
ら
ぎ
（
消
滅
）、
そ
し
て
臨
終
の
時
、
来
迎
に
よ
り
三
種
の

愛
心
（
別
れ
た
く
な
い
・
死
に
た
く
な
い
・
何
処
へ
行
く
ん
だ
ろ
う

等
の
死
の
恐
怖
）
が
除
か
れ
、
穏
や
か
に
極
楽
へ
往
生
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
摂
取
不
捨
に
は
現
当
二
世
の
利

益
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

③
念
仏
衆
生
と
な
が
む
る
人

　

な
が
む
る
に
は
思
い
を
込
め
て
じ
っ
と
見
つ
め
る
、
遠
く
を
望
み

見
る
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
た
だ
物
が
見
え
て
い
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
そ
こ
に
は
見
る
人
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
が
む
る
人
は

念
仏
衆
生
を
喩
え
て
い
ま
す
。
で
は
念
仏
す
る
人
の
意
志
、
つ
ま
り

動
機
や
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

『
さ
れ
ば
こ
の
ご
ろ
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ん
人
は
、
証
し
難
き

聖
道
を
捨
て
て
、
往
き
易
き
浄
土
を
欣
う
べ
き
な
り
』『
浄
土

門
と
い
う
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
を
厭
い
捨
て
て
、
急
ぎ
て
極
楽

に
生
ま
る
る
な
り
』（
共
に
浄
土
宗
略
抄
）

　

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
お
念
仏
す
る
人
に
は
、
生
死
を
離
れ
ん

と
か
娑
婆
世
界
を
厭
う
な
ど
の
動
機
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
往
生
浄
土
を
願
う
念
仏
者
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
五
欲
に
執
ら
わ
れ
こ
の
世
に
し

が
み
つ
い
て
い
る
凡
夫
に
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
初
め
か

ら
こ
の
よ
う
な
高
尚
な
心
持
ち
に
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ

の
世
は
諸
行
無
常
で
あ
る
。
当
然
誰
も
四
苦
八
苦
を
免
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
苦
難
に
遭
遇
し
た
時
、
多
く
の
人
は
こ
の

苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
い
と
願
う
。
そ
し
て
こ
の
苦
悩
が
耐
え
が
た

く
逼
迫
し
た
時
が
正
に
、
生
死
を
離
れ
ん
・
娑
婆
世
界
を
厭
う
入
り

口
に
い
る
時
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
る
原
因
に
は
無
常

苦
と
罪
悪
苦
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
無
常
苦
は
死
を
自
覚
し
た
時
、

罪
悪
苦
は
煩
悩
を
自
覚
し
た
時
に
生
じ
る
、
共
に
人
間
で
あ
る
が
ゆ

え
の
苦
悩
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
念
仏
す
る
人
の
根
底
に
は
、
死
の
自

覚
や
煩
悩
の
自
覚
か
ら
生
じ
た
苦
悩
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
人
生
苦

か
ら
私
ど
も
を
救
っ
て
く
れ
る
の
が
阿
弥
陀
仏
な
の
で
す
。

『
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
、
別
し
た
る
事
に
は
思
う
べ
か
ら
ず
。
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阿
弥
陀
ほ
と
け
わ
れ
を
助
け
給
え
と
い
う
こ
と
ば
と
心
得
て
、

心
に
阿
弥
陀
ほ
と
け
助
け
給
え
と
思
い
て
、
口
に
南
無
阿
弥
陀

仏
と
称
う
る
を
三
心
具
足
の
名
号
と
申
す
な
り
』

（
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
）

人
生
苦
に
遭
遇
し
た
時
こ
そ
、「
わ
が
名
を
称
え
よ
。
必
ず
救
う
」

の
阿
弥
陀
仏
の
呼
び
声
に
応
え
て
、
お
念
仏
す
る
好
機
な
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
行
き
着
く
先
の
目
的
は
、

『
往
生
浄
土
門
と
い
う
は
、
ま
ず
浄
土
に
生
ま
れ
、
彼
に
て
悟
り

を
も
ひ
ら
き
、
仏
に
な
ら
ん
と
思
う
な
り
』（
要
義
問
答
）

で
あ
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
い
け
な
い
。

④
摂
取
不
捨
と
心
に
ぞ
す
む

　

ま
ず
月
と
月
か
げ
の
違
い
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
法
然
上
人
は

西
方
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
を
月
に
、
摂
取
不
捨
の
光
明
を
月
か
げ

に
喩
え
て
い
る
の
で
す
。

　

す
む
は
和
歌
の
手
法
で
あ
る
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
住
む
と

澄
む
の
二
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
住
む
の
場
合
、
月
か
げ
が
仰

ぎ
見
る
人
の
心
に
住
む
と
な
り
、
阿
弥
陀
仏
が
お
念
仏
す
る
人
を
常

に
護
念
し
て
離
れ
る
こ
と
が
な
い
と
か
常
に
お
導
き
く
だ
さ
る
な
ど

が
推
量
さ
れ
る
。
ま
た
澄
む
の
場
合
は
、
月
が
水
の
清
濁
を
問
わ
ず

月
の
姿
を
宿
し
、
そ
の
面
を
輝
か
せ
澄
ま
し
て
い
る
状
態
を
喩
え
て

い
ま
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
凡
夫
の
煩
悩
で
濁
っ
た
心
を
、

煩
悩
が
あ
る
ま
ま
煩
悩
が
妨
げ
に
な
ら
ず
、
人
格
を
向
上
さ
せ
て
く

れ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。「
渋
柿
の　

甘
柿
と
な
る　

陽
の
恵
み
」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

⑤
摂
取
不
捨
の
効
力

　

阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
が
真
実
で
あ
り
現
世
で
実
現
す
る
こ
と
は
、

法
然
上
人
の
「
欣
慕
已
前
の
吾
に
は
、
似
る
べ
く
も
な
し
」
か
ら
も

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
光
上
人
が
「
我
が
大
師
釈
尊
は
、
た

だ
法
然
上
人
な
り
」
と
仰
が
れ
た
ほ
ど
法
然
上
人
の
人
格
が
向
上
し

円
熟
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
光
明
の

効
力
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
効
力
の
現
れ
方
は
多
種
多
様
で
度
合
い
も
人
そ
れ
ぞ
れ
皆
違
う

の
で
す
。
例
え
ば
1
％
か
ら
100
％
ま
で
の
度
合
い
が
あ
る
よ
う
な
も

の
で
す
。
ま
た
お
念
仏
は
往
生
極
楽
を
願
う
も
の
で
あ
っ
て
、
摂
取

不
捨
の
効
力
は
不
求
自
得
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

	

次
に
摂
取
不
捨
の
効
力
の
根
拠
を
述
べ
た
い
。

『
其
れ
衆
生
有
て
、
斯
光
に
遇
う
も
の
は
、
三
垢
消
滅
し
身
意
柔

軟
に
歓
喜
踊
躍
し
て
善
心
生
ぜ
ん
』（
無
量
寿
経
）

こ
こ
に
効
力
が
全
人
格
に
渡
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

ア
　
三
垢
消
滅
・
・
智
力
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人
生
苦
の
根
本
は
三
垢
と
い
わ
れ
る
貪
瞋
痴
の
煩
悩
で
す
。
こ
の

煩
悩
具
足
の
た
め
に
四
苦
八
苦
と
苦
し
み
、
果
て
は
六
道
輪
廻
と
迷

う
の
で
す
。
三
垢
消
滅
は
こ
の
煩
悩
が
消
滅
の
状
態
、
あ
っ
て
も
妨

げ
に
な
ら
ず
む
し
ろ
転
化
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
「
こ
の
泥
が　

あ
れ
ば
こ
そ
咲
け　

蓮
の
花
」
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
こ
の
過
程
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。
お
念
仏

す
る
と
光
明
に
照
ら
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
影
が
生
じ
「
松
か
げ
の　

暗
き
は
月
の　

光
り
か
な
」
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
愚
か
で

罪
深
い
影
に
気
づ
か
さ
れ
煩
悩
を
自
覚
す
る
と
、
誰
も
が
罪
の
深
さ

に
耐
え
難
い
苦
悩
を
感
じ
、
阿
弥
陀
仏
に
救
い
を
求
め
て
お
念
仏
を

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
す
。
実
に
煩
悩
が
転
化
活
用
れ
る
こ
と

に
な
り
、
救
い
が
成
就
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
遂
に
は
、「
た
だ
往

生
極
楽
の
た
め
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
疑
い
な
く
、
往
生
す

る
ぞ
と
思
い
と
り
て
申
す
外
に
は
別
の
子
細
候
わ
ず
」
を
確
信
す
る

智
力
等
が
備
わ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

イ
　
身
意
柔
軟
・
・
感
覚

　

お
念
仏
の
後
で
気
付
く
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
暗
く
沈
ん
で
い

た
の
が
明
る
く
清
々
し
い
心
境
に
、
そ
し
て
意
固
地
で
頑
な
で
あ
っ

た
の
が
広
々
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
心
持
ち
に
変
わ
る
等
で
す
。

ウ
　
歓
喜
踊
躍
・
・
感
情

　

生
き
て
い
る
実
感
が
湧
き
そ
の
こ
と
を
た
だ
あ
り
が
た
く
感
じ
る
。

ま
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
親
し
く
思
い
感
謝
す
る
等
で
す
。

エ
　
善
心
生
ぜ
ん
・
・
意
志

　
「
松
か
げ
の　

暗
き
は
月
の　

光
り
か
な
」
を
実
感
し
懺
悔
の
念

が
強
く
な
る
た
め
謙
虚
に
な
り
「
少
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
う
べ
し
」

の
心
境
に
な
る
等
で
す
。

四　

阿
弥
陀
仏
の
受
け
取
り
方

　

現
当
二
世
の
宗
義
を
内
包
す
る
三
身
礼
が
相
応
し
い
。

　
　

三
身
礼

　

南
無
西
方
極
楽
世
界　

本
願
成
就
身
阿
弥
陀
仏
・
・
報
身

　

南
無
西
方
極
楽
世
界　

光
明
摂
取
身
阿
弥
陀
仏
・
・
現
世

　

南
無
西
方
極
楽
世
界　

来
迎
引
接
身
阿
弥
陀
仏
・
・
後
世

（
新
訂
浄
土
宗
法
要
集
上
巻
）

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
稚
拙
で
不
十
分
な
考
察
で
あ
っ
た
が
、
浄
土
宗
が
現
当
二

世
の
救
済
を
説
く
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
往
生
極
楽
を
願
い
、
日
々
お
念
仏
を
お

お
ら
か
（
多
く
）
に
称
え
る
こ
と
を
心
掛
け
、
相
続
し
て
い
く
こ
と
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が
肝
要
で
あ
る
。
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二
十
世
紀
後
半
に
二
つ
の
大
き
な
技
術
革
新
が
あ
っ
た
。
情
報
技

術
（
Ｉ
Ｔ
）
と
バ
イ
オ
技
術
で
あ
る
。
バ
イ
オ
技
術
は
一
九
五
三
年

ワ
ト
ソ
ン
と
ク
リ
ッ
ク
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
二
重
ら
せ
ん
構
造
の
発
見
か

ら
、
二
〇
〇
三
年
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
完
全
解
読
を
経
て
、
遺
伝

子
と
疾
病
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の

成
果
の
一
つ
が
遺
伝
子
診
断
で
あ
る
。
遺
伝
子
診
断
と
は
、
人
々
が

確
実
性
の
高
い
自
分
自
身
の
未
来
予
測
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
人
類
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
象
で
あ

る
。
こ
の
た
め
人
々
の
生
命
観
、
宗
教
観
、
倫
理
観
に
大
き
な
影
響

を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
遺
伝
子
診
断
の
倫
理
的
問

題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
．
遺
伝
子
診
断
の
定
義

　

従
前
の
定
義
で
は
、
遺
伝
子
診
断
と
は
遺
伝
子
検
査
の
結
果
に
基

づ
い
て
遺
伝
病
の
有
無
、
種
類
、
病
状
な
ど
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
遺
伝
子
検
査
と
は
、
米
国
国
立
衛
生
研
究
所
と
米
国

エ
ネ
ル
ギ
ー
省
特
別
委
員
会
報
告
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
臨
床
目
的
で

遺
伝
性
の
疾
患
に
関
す
る
遺
伝
子
型
、
変
異
、
表
現
型
、
核
型
の
検

査
を
目
的
と
し
て
行
う
ヒ
ト
Ｄ
Ｎ
Ａ
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
、
染
色
体
、
タ
ン
パ

ク
質
お
よ
び
、
特
定
代
謝
物
の
分
析
」
で
あ
る
。

　

近
年
、
遺
伝
病
の
み
な
ら
ず
生
活
習
慣
病
と
遺
伝
子
情
報
の
関
連

が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
遺
伝
子
診
断
の
適
用
範
囲
が
拡
大
し

て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症
の
確
定
診
断
を
行
う
た
め
に
病
原
体
の
遺

伝
子
検
査
、
癌
治
療
に
あ
た
っ
て
治
療
や
投
薬
の
方
針
を
決
定
す
る

た
め
に
癌
細
胞
の
遺
伝
子
検
査
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
遺
伝

子
診
断
の
範
囲
が
疾
病
の
範
囲
を
超
え
て
、
肥
満
体
質
と
肥
満
防
止

の
よ
う
な
健
康
増
進
分
野
ま
で
が
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
遺
伝
子
診
断
の
定
義
と
し
て
、
遺
伝
子
検
査
の
結
果
に

遺
伝
子
診
断
の
倫
理
的
問
題
点

今　

岡　

達　

雄
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基
づ
い
て
遺
伝
子
変
異
の
有
無
、
種
類
と
発
現
す
る
可
能
性
の
あ
る

疾
病
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
遺
伝
子
検
査
と
は

全
ゲ
ノ
ム
情
報
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
、
染
色
体
、
タ
ン
パ
ク
質
、
特

定
代
謝
物
）
の
分
析
を
行
っ
て
、
遺
伝
子
型
、
変
異
、
表
現
型
、
核

型
の
検
査
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二
．
遺
伝
子
検
査
・
診
断
で
出
来
る
こ
と

（
一
）
診
断
の
対
象
と
な
る
遺
伝
病
の
種
類

　

遺
伝
子
は
複
製
時
に
発
生
す
る
単
純
複
写
ミ
ス
や
、
光
・
紫
外

線
・
放
射
線
・
高
温
・
高
圧
な
ど
に
よ
る
物
理
的
作
用
、
た
ば
こ
・

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
・
発
が
ん
物
質
な
ど
の
化
学
的
作
用
に
よ
っ
て

変
異
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
塩
基
配
列
の
一
部
の
塩
基
が
他

の
塩
基
に
置
換
さ
れ
た
り
、
塩
基
配
列
の
欠
失
や
挿
入
に
よ
っ
て
遺

伝
情
報
が
ず
れ
た
り
、
あ
る
い
は
同
一
配
列
の
反
復
数
が
変
化
し
た

り
、
メ
チ
ル
化
な
ど
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
修
飾
の
変
化
が
起
き
て

遺
伝
子
変
異
と
し
て
現
れ
る
。

　

遺
伝
子
変
異
の
影
響
は
、
変
異
が
生
じ
る
細
胞
が
生
殖
細
胞
か
体

細
胞
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
生
殖
細
胞
で
あ
る
精
子
や
卵
子

の
遺
伝
子
変
異
は
、
次
世
代
に
変
異
が
受
け
継
が
れ
る
い
わ
ゆ
る
遺

伝
性
の
変
異
に
な
る
が
、
体
細
胞
の
遺
伝
子
変
異
は
腫
瘍
化
す
る
場

合
が
あ
る
が
遺
伝
性
は
な
い
。
従
来
の
遺
伝
子
診
断
は
主
に
生
殖
細

胞
の
遺
伝
子
変
異
で
あ
る
遺
伝
病
の
診
断
を
目
的
と
し
て
い
た
。
遺

伝
病
に
は
単
一
遺
伝
子
病
（
メ
ン
デ
ル
遺
伝
病
）、
染
色
体
異
常
、

ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
病
が
あ
る
。
こ
れ
ら
遺
伝
病
の
特
徴
は
、
特

定
の
染
色
体
や
遺
伝
子
の
限
定
さ
れ
た
領
域
の
変
異
で
あ
り
、
極
め

て
稀
な
難
病
、
先
天
的
疾
患
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
染
色
体
異
常
の
一

般
集
団
に
お
け
る
有
症
率
は
千
人
中
三
・
八
人
、
単
一
遺
伝
子
病
の

平
均
で
も
有
症
率
は
千
人
中
二
十
人
）
1
（

で
あ
る
。
な
お
近
年
に
な
っ
て
、

喫
煙
・
飲
酒
と
い
っ
た
環
境
要
因
と
の
相
互
作
用
が
大
き
い
多
因
子

遺
伝
病
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ア
．
単
一
遺
伝
子
病

　

単
一
遺
伝
子
病
と
は
、
遺
伝
子
の
特
定
の
箇
所
に
変
異
が
あ
る
た

め
に
起
こ
る
疾
患
で
あ
る
。
両
親
の
い
ず
れ
か
が
変
異
遺
伝
子
を
持

っ
て
い
る
場
合
に
発
症
す
る
も
の
を
優
性
遺
伝
、
両
親
双
方
が
変
異

遺
伝
子
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
発
症
す
る
も
の
を
劣
性
遺
伝
と
い
う
。

優
性
遺
伝
す
る
単
一
遺
伝
子
病
に
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
、
フ
ォ
ン
レ

ッ
ク
リ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
病
な
ど
、
劣
性
遺
伝
す
る
単
一
遺
伝
子
病
に

は
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
血
友
病
、
嚢
胞
性
線
維
症
、
鎌
状
赤
血
球

症
、
フ
ェ
ニ
ル
ケ
ト
ン
尿
症
な
ど
が
あ
る
。
ヒ
ト
遺
伝
病
に
関
す
る

米
国
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｍ
）
（
（

）
に
は
、
約
二
千
の
遺
伝
病
が
登
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録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
単
一
遺
伝
子
病
で
あ
る
。
単
一

遺
伝
子
病
は
遺
伝
学
の
メ
ン
デ
ル
の
法
則
に
従
っ
た
遺
伝
現
象
を
示

す
た
め
メ
ン
デ
ル
遺
伝
病
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

イ
．
染
色
体
異
常

　

Ｄ
Ｎ
Ａ
は
折
り
た
た
ま
れ
て
顕
微
鏡
で
観
察
で
き
る
染
色
体
と
な

る
。
染
色
体
は
二
二
対
の
常
染
色
体
と
一
対
の
性
染
色
体
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
染
色
体
に
数
的
変
異
や
欠
失
・
過
剰
な
ど
の
構

造
異
常
が
発
生
す
る
と
、
複
数
の
遺
伝
子
の
欠
失
や
重
複
が
生
じ
て

様
々
な
身
体
症
状
と
し
て
発
現
す
る
。
（1
番
染
色
体
が
過
剰
に
存
在

す
る
（1
ト
リ
ソ
ミ
ー
（
ダ
ウ
ン
症
）、
X
染
色
体
が
一
本
欠
落
し
て

お
き
る
タ
ー
ナ
ー
症
候
群
が
あ
る
。

ウ
．
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
病

　

ヒ
ト
細
胞
に
は
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
と
よ
ば
れ
る
小
器
官
が
あ
り
Ａ

Ｔ
Ｐ
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
産
生
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
ミ
ト
コ
ン

ド
リ
ア
遺
伝
子
に
変
異
が
お
き
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生
が
出
来
な
く

な
り
様
々
な
症
状
が
発
現
す
る
。
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
遺
伝
病
に
は
ミ

ト
コ
ン
ド
リ
ア
脳
筋
症
、
レ
ー
バ
ー
病
な
ど
が
あ
る
。

エ
．
多
因
子
遺
伝
病 

　

高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
は
、
複
数
の
遺
伝
要
因
と

食
生
活
・
喫
煙
な
ど
の
環
境
要
因
と
の
相
互
作
用
で
発
症
す
る
多
因

子
遺
伝
病
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
、

各
種
癌
を
は
じ
め
先
天
性
心
疾
患
、
口
蓋
裂
な
ど
も
多
因
子
遺
伝
病

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
身
長
・
体
重
・
知
能
な
ど
の

形
質
は
疾
病
で
は
な
い
が
、
多
因
子
遺
伝
形
質
と
知
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
遺
伝
子
診
断
の
種
類

ア
．
確
定
診
断
の
た
め
の
遺
伝
子
検
査

　

感
染
症
で
は
増
殖
す
る
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
検
査
を
行
っ

て
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
の
種
類
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従

来
は
感
染
菌
を
特
定
す
る
た
め
に
感
染
菌
を
培
養
し
て
確
認
す
る
こ

と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
ウ
イ
ル
ス
の
特
定
に
当
た
っ
て
も
、
こ

れ
ま
で
は
感
染
後
体
内
で
作
ら
れ
る
抗
体
検
査
を
行
っ
て
特
定
し
て

い
た
。
こ
の
作
業
に
は
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
が
、
病
原
菌
や
ウ
イ

ル
ス
の
核
酸
検
査
に
よ
っ
て
、
早
期
に
確
定
診
断
が
出
来
る
よ
う
に

な
っ
た
。

イ
．
発
症
前
診
断

　

家
族
性
腫
瘍
に
関
与
す
る
遺
伝
子
が
特
定
さ
れ
て
お
り
遺
伝
子
検

査
に
よ
っ
て
診
断
が
可
能
で
あ
る
。
被
検
者
の
該
当
疾
患
の
発
症
可

能
性
を
事
前
に
判
断
す
る
遺
伝
子
診
断
を
発
症
前
診
断
と
い
う
。
家

族
性
腫
瘍
以
外
に
も
単
一
遺
伝
子
病
で
遅
発
性
疾
患
の
場
合
に
は
発

症
前
診
断
が
可
能
で
あ
る
。
疾
患
発
症
の
可
能
性
が
診
断
さ
れ
た
場
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合
、
発
症
を
遅
ら
せ
る
た
め
の
健
康
管
理
法
や
発
症
後
の
治
療
法
が

あ
る
疾
患
の
場
合
に
は
対
処
が
可
能
で
あ
る
が
、
治
療
法
が
な
く
急

速
に
進
行
す
る
疾
患
で
は
、
診
断
を
行
う
前
に
診
断
の
意
義
に
つ
い

て
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
．
保
因
者
診
断

　

特
定
の
疾
病
に
つ
い
て
家
族
や
親
族
の
罹
患
状
況
お
よ
び
原
因
と

な
る
遺
伝
子
変
異
が
明
ら
か
で
あ
り
、
特
定
の
対
象
者
に
つ
い
て
は

発
現
し
な
い
が
、
保
因
者
と
し
て
次
世
代
に
遺
伝
子
異
常
を
伝
達
す

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
対
象
者
の
遺

伝
子
変
異
の
検
査
を
行
い
、
保
因
の
有
無
を
診
断
す
る
の
が
保
因
者

診
断
で
あ
る
。
対
象
者
の
家
族
で
発
症
し
て
い
る
罹
患
者
の
遺
伝
子

検
査
を
行
っ
て
か
ら
対
象
者
の
遺
伝
子
診
断
を
行
う
こ
と
に
な
り
、

家
族
や
親
族
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
共
に
、
遺
伝
子
変
異
を
次
世
代

に
伝
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
子
供
を
つ
く
る
か
否
か
な
ど
、
診
断
を
行

う
前
に
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
い
。

エ
．
出
生
前
診
断

　

胎
児
の
遺
伝
病
や
遺
伝
子
変
異
の
検
査
を
、
羊
水
浮
遊
細
胞
や
絨

毛
組
織
、
あ
る
い
は
胎
児
の
血
液
の
遺
伝
子
診
断
を
行
う
こ
と
を
出

生
前
診
断
と
い
う
。
二
十
二
週
未
満
の
胎
児
で
あ
る
場
合
、
遺
伝
子

診
断
や
染
色
体
検
査
の
結
果
で
異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合
、
人
工
妊

娠
中
絶
を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
母
体
保
護
法

に
は
胎
児
の
異
常
を
理
由
に
し
た
人
工
妊
娠
中
絶
は
規
定
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
出
生
前
診
断
を
行
う
前
に
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
し

十
分
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

な
お
、
体
外
受
精
を
行
っ
た
受
精
卵
で
は
八
細
胞
期
に
一
つ
の
細

胞
を
採
取
し
て
遺
伝
子
診
断
や
染
色
体
検
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
着
床
前
診
断
と
呼
ば
れ
る
。
着
床
前
診
断
は
日
本
産
科
婦
人

科
学
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
順
守
さ
れ
て

い
な
い
。

三
．
遺
伝
子
診
断
の
特
徴

　

遺
伝
子
診
断
と
は
、
対
象
者
の
遺
伝
子
情
報
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
、

染
色
体
、
蛋
白
質
、
代
謝
生
成
物
等
）
を
遺
伝
子
検
査
に
よ
っ
て
分

析
し
疾
病
と
の
関
連
を
診
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
基
本
と
な

る
遺
伝
子
情
報
が
保
有
す
る
特
性
に
よ
っ
て
様
々
な
問
題
が
引
き
起

こ
さ
れ
る
。
遺
伝
子
情
報
の
特
性
を
、
各
種
資
料
か
ら
抽
出
す
る
と

左
記
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
生
涯
変
化
し
な
い
情
報
で
あ
る
こ
と
。

②
血
縁
者
間
で
特
徴
的
な
遺
伝
子
情
報
の
一
部
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。

③
血
縁
関
係
に
あ
た
る
親
族
の
遺
伝
型
や
表
現
型
が
比
較
的
高
い
確
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率
で
予
測
で
き
る
。

④
非
発
症
保
因
者
（
遺
伝
子
変
異
が
あ
る
当
人
は
発
症
し
な
い
が
、

次
世
代
に
遺
伝
子
変
異
を
伝
え
る
可
能
性
の
あ
る
者
）
の
診
断
が
出

来
る
こ
と
が
あ
る
。

⑤
発
症
す
る
前
に
将
来
の
発
症
を
確
実
に
予
測
す
る
こ
と
が
出
来
る

こ
と
が
あ
る
。

⑥
出
生
前
診
断
に
利
用
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。

⑦
遺
伝
子
情
報
が
不
適
切
に
用
い
ら
れ
た
場
合
に
、
被
検
者
お
よ
び

被
検
者
親
族
に
社
会
的
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⑧
過
去
に
差
別
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
差

別
に
結
び
つ
き
や
す
い
情
報
で
あ
る
。

四
．
遺
伝
子
診
断
の
倫
理
的
問
題
へ
の
対
応

（
一
）
研
究
段
階
で
の
倫
理
的
問
題
へ
の
対
応

　

ヒ
ト
の
遺
伝
子
研
究
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
倫
理
的
側
面
か
ら

の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
人
体
実
験
等
の
問
題
に
対
応
し
て
一
九

六
四
年
世
界
医
師
会
で
「
ヒ
ト
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
の
倫
理
的

原
則
（
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
）」
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
後
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム

計
画
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
二
〇
〇
〇
年
十
月
に
修
正
が
行
わ
れ
て

い
る
。
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
に
お
け
る
基
本
原
則
は
以
下
の
五
項
目
で

あ
る
。

①
患
者
・
被
験
者
福
利
の
尊
重

②
本
人
の
自
発
的
・
自
由
意
思
に
よ
る
参
加

③
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
取
得
の
必
要

④
倫
理
審
査
委
員
会
の
存
在

⑤
常
識
的
な
医
学
研
究
で
あ
る
こ
と

　

わ
が
国
で
も
一
九
九
六
年
の
体
細
胞
ク
ロ
ー
ン
羊
産
生
の
成
功
を

受
け
て
の
ヒ
ト
胚
や
特
定
胚
研
究
の
規
制
基
準
が
作
成
さ
れ
、
二
〇

〇
〇
年
に
は
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
計
画
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
ヒ
ト
ゲ
ノ

ム
や
遺
伝
子
研
究
に
お
け
る
倫
理
的
指
針
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
実
用
段
階
で
の
倫
理
的
問
題
へ
の
対
応

　

遺
伝
子
治
療
に
関
連
し
て
遺
伝
医
学
関
連
十
学
会
か
ら
「
遺
伝
学

的
検
査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
二
〇
〇
三
年
）」
が
、
民
間
企

業
に
よ
る
遺
伝
子
検
査
の
適
正
化
を
目
的
と
し
て
（
社
）
日
本
衛
生

検
査
所
協
会
か
ら
「
ヒ
ト
遺
伝
子
検
査
受
託
に
関
す
る
倫
理
指
針

（
二
〇
〇
四
年
）」
が
、
医
療
的
な
診
断
で
は
日
本
医
学
会
か
ら
「
医

療
に
お
け
る
遺
伝
学
的
検
査
・
診
断
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
二

〇
一
一
年
）」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
外
に
も
厚
生
労
働
省
、

文
部
科
学
省
、
経
済
産
業
省
、
各
種
学
会
か
ら
運
用
指
針
や
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
骨
子
を
ま
と
め
る
と
以
下
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の
よ
う
に
な
る
。

①
遺
伝
子
検
査
の
分
析
的
妥
当
性
、
臨
床
的
妥
当
性
、
臨
床
的
有
用

性
の
確
認
す
る
こ
と
。

②
被
検
者
に
よ
る
自
律
的
意
志
決
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
事
前
説
明

を
十
分
行
う
こ
と
。

③
書
面
に
よ
る
同
意
の
確
認
を
取
る
こ
と
。

④
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
。

⑤
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
す
る
こ
と
。

五
．
遺
伝
子
診
断
固
有
の
倫
理
的
問
題
点

　

遺
伝
子
診
断
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
倫
理
的
問
題
へ
の
対
応
は
、

基
本
的
に
は
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
生
命
倫
理
の
四
原

則
（
自
律
、
無
危
害
、
善
行
、
正
義
）
を
応
用
し
、
遺
伝
子
固
有
の

家
族
性
の
問
題
に
対
応
し
て
個
人
情
報
保
護
や
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
を
採
り
入
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
伝
子
情
報
の

特
徴
に
よ
っ
て
生
命
倫
理
原
則
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
倫
理
的
問

題
点
が
あ
る
。

ア
．
知
り
た
く
な
い
と
い
う
権
利

　

遺
伝
子
情
報
は
血
縁
関
係
に
あ
る
親
族
同
士
に
共
有
さ
れ
る
た
め
、

被
検
者
本
人
ば
か
り
で
な
く
血
縁
関
係
に
あ
る
複
数
の
人
々
の
将
来

的
に
発
症
す
る
可
能
性
の
高
い
遺
伝
病
や
遺
伝
子
変
異
に
よ
る
疾
病

の
発
症
確
率
が
分
か
る
。
本
人
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
理
解
し
た
上

で
同
意
し
診
断
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
親
族
に
中
に
は
遺
伝
的
な

疾
病
の
可
能
性
に
つ
い
て
知
り
た
く
な
い
人
が
存
在
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
今
後
は
こ
の
「
知
り
た
く
な
い
と
い
う
権
利
」
を
保
障
す
る

方
法
が
必
要
に
な
ろ
う
。

イ
．
遺
伝
情
報
に
よ
る
差
別

　

現
在
で
も
持
病
が
あ
っ
た
り
既
往
症
が
あ
る
と
生
命
保
険
や
医
療

保
険
に
入
れ
な
か
っ
た
り
保
険
料
が
高
額
に
な
る
。
遺
伝
子
検
査
・

診
断
に
よ
っ
て
、
被
検
者
の
遺
伝
子
変
異
に
起
因
す
る
様
々
な
疾
病

の
発
症
確
率
を
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
保
険
加
入
の
条
件

が
変
わ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
加
入
時
に
遺
伝
子
診
断
が

必
要
に
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
就
職
時
の
健
康
診
断

の
中
に
遺
伝
子
診
断
が
加
え
ら
れ
、
遺
伝
情
報
が
採
用
に
影
響
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
米
国
で
は
二
〇
〇
八
年
「
遺
伝
情
報
差
別
禁
止

法
」
が
成
立
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
は
遺
伝
情
報
に
基
づ
く
差
別

を
禁
止
す
る
法
律
は
な
く
、
今
後
対
応
す
べ
き
大
き
な
問
題
点
で
あ

る
。ウ

．
遺
伝
子
特
許

　

米
国
で
は
特
定
遺
伝
子
の
構
造
や
検
査
方
法
に
つ
い
て
特
許
権
が
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認
め
ら
れ
て
き
た
。
象
徴
的
な
特
許
は
ミ
リ
ア
ド
・
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク

ス
社
の
家
族
性
乳
癌
に
関
連
す
る
遺
伝
子
Ｂ
Ｒ
Ｃ
Ａ
１
と
Ｂ
Ｒ
Ｃ
Ａ

２
の
特
許
で
あ
る
。
し
か
し
二
〇
一
三
年
六
月
米
連
邦
最
高
裁
は
特

許
の
無
効
を
最
終
決
定
し
た
。
ヒ
ト
遺
伝
情
報
は
私
企
業
が
独
占
す

る
も
の
で
は
な
く
人
類
共
有
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
遺
伝
子
変
異
と
疾
病
の
関
係
や
検
査
方
法
を
発
明
し
た
企

業
の
研
究
開
発
は
ど
の
よ
う
に
報
わ
れ
る
の
か
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

エ
．
治
療
法
の
な
い
遺
伝
子
疾
患

　

遺
伝
子
変
異
に
よ
る
疾
患
に
は
治
療
方
法
の
な
い
も
の
が
多
い
。

原
因
と
な
る
遺
伝
子
変
異
が
分
か
っ
た
と
し
て
も
、
罹
患
者
の
生
活

の
質
を
改
善
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
原
因
が
判
明
し
た
こ
と
に

よ
る
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
の
方
が
大
き
く
作
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
治
療
法
の
確
立
し
て
い
な
い
遺
伝
子
疾
患
に
関
し
て
の

遺
伝
子
診
断
を
行
う
か
否
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

オ
．
医
療
か
ら
遺
伝
子
ビ
ジ
ネ
ス
へ

　

近
年
の
遺
伝
子
診
断
は
単
一
遺
伝
病
か
ら
多
因
子
遺
伝
病
に
進
ん

で
き
た
。
つ
ま
り
生
活
習
慣
病
の
よ
う
な
環
境
因
子
の
大
き
い
一
般

的
疾
患
や
肥
満
な
ど
の
体
質
診
断
に
ま
で
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
遺
伝
子
診
断
は
臨
床
目
的
の
医
療
行
為
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
肥
満
体
質
や
罹
患
可
能
性
の
あ
る
病
気
を
事
前
に
知
る

こ
と
に
よ
る
健
康
維
持
・
増
進
に
ま
で
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
私
企
業
に
よ
る
遺
伝
子
ビ
ジ
ネ
ス
が
展
開

し
つ
つ
あ
る
。
研
究
や
医
療
で
な
い
遺
伝
子
診
断
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
適
用
も
な
く
野
放
し
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

六
．
お
わ
り
に

　

私
た
ち
は
自
分
自
身
の
将
来
を
、
知
ろ
う
と
思
っ
て
も
知
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
遺
伝
子
診
断
は
高
い
確
率
で
病
気
に
な

る
可
能
性
を
予
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
企
業
に

よ
る
遺
伝
子
診
断
は
未
来
を
知
り
た
い
人
の
欲
求
を
刺
激
し
、
そ
し

て
知
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
に
も
そ
の
予
測
を
押
し
つ
け

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
か
ど

う
か
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
新
し
い
技
術
は
様
々
な

欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、

我
々
の
生
活
の
根
幹
で
あ
る
生
命
観
、
宗
教
観
、
倫
理
観
を
突
き
崩

し
か
ね
な
い
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
べ
き
で
あ
る
。

1　

宮
地
勇
人
『
遺
伝
子
の
検
査
で
わ
か
る
こ
と
』
九
七
頁
、
東
海
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
六
年

（　

O
nline	M

endelian	Inheritance	in	M
an
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は
じ
め
に

　

近
畿
地
方
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
江
州
音
頭
や
河
内
音
頭
が
「
デ

ロ
レ
ン
祭
文
（
貝
祭
文
）」
の
系
統
を
引
く
も
の
で
、
仏
教
芸
能
の

範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
く
な
っ
た
。

　

デ
ロ
レ
ン
祭
文
は
、
平
安
時
代
に
始
ま
っ
た
山
伏
祭
文
の
血
脈
を

引
き
近
世
後
期
に
出
現
し
た
布
教
芸
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以

降
浪
曲
に
と
っ
て
変
わ
ら
れ
る
形
で
衰
退
し
、
現
在
で
は
古
典
芸
能

に
お
け
る
共
通
の
悩
み
、
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
か
ら
自
然
と
消
え

去
っ
て
い
く
運
命
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

デ
ロ
レ
ン
祭
文
が
土
地
芸
能
盆
踊
り
と
結
び
つ
い
た
の
は
関
西
地

方
で
、
八
歌
祭
文
の
題
材
を
用
い
た
盆
踊
り
が
行
わ
れ
、
祭
文
音
頭
、

祭
文
踊
り
と
呼
ん
で
い
る
が
、
今
日
で
は
江
州
音
頭
、
河
内
音
頭
に

吸
収
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
音
頭
は
、
七
五
調
の
詩
型
を
原
則
と
し
、
単
に
盆
踊
り

屋
台
音
頭
だ
け
で
な
く
、
聴
い
て
楽
し
む
座
敷
音
頭
と
し
て
の
面
を

ひ
ろ
げ
、
デ
ロ
レ
ン
祭
文
の
芸
能
が
残
さ
れ
て
お
り
、
祭
文
か
ら
音

頭
へ
と
考
察
し
て
み
た
い
。

一　

音
頭
の
本
来

　
「
音
頭
」
は
「
お
ん
ど
う
」
と
発
音
し
、
本
来
は
文
字
通
り
全
体

の
「
音
」
を
リ
ー
ド
す
る
「
頭
」、
ト
ッ
プ
奏
者
を
言
い
、「
お
ん

ど
」
と
い
う
の
は
詰
ま
っ
て
訛
っ
た
呼
称
で
あ
る
。

　
「
音
頭
」
と
い
う
用
語
は
、
古
く
は
雅
楽
や
声
明
で
用
い
ら
れ
、

そ
の
主
奏
者
を
い
う
が
、
特
に
雅
楽
で
は
、
複
数
で
演
奏
す
る
各
パ

ー
ト
ご
と
に
音
頭
が
い
る
。
な
か
で
も
笛
の
音
頭
は
楽
曲
の
最
初
を

独
奏
す
る
し
、
曲
の
最
後
の
「
止
手
」
と
呼
ば
れ
る
楽
曲
の
結
句
は
、

各
パ
ー
ト
の
音
頭
だ
け
で
奏
す
る
。

祭
文
の
研
究　
─
祭
文
か
ら
音
頭
へ
─

加　

藤　

善　

也



─ （55 ─

　

雅
楽
の
楽
器
演
奏
で
の
音
頭
は
、
担
当
楽
器
の
頭
に
「
主
」
の
字

を
付
け
て
、
管
楽
器
な
ら
「
主
管
」
と
も
い
う
。
主
管
に
対
し
て
他

の
助
奏
者
た
ち
は
「
助
音
」「
助
管
」「
類
管
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、

弦
楽
器
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
名
を
付
け
て
「
主
琵

琶
」「
主
箏
」
と
い
い
、
そ
の
他
の
助
演
者
は
「
助
弦
」「
類
弦
」
な

ど
と
い
う
。

　

催
馬
楽
や
朗
詠
と
い
っ
た
雅
楽
の
歌
物
で
は
、
音
頭
の
こ
と
を

「
拍
子
」
あ
る
い
は
「
句
頭
」
と
い
う
こ
と
が
多
い
。

　

能
や
歌
舞
伎
の
「
翁
」「
三
番
叟
」
で
小
鼓
を
演
奏
す
る
主
演
者

も
「
頭
」
と
い
い
、
そ
れ
を
執
り
行
う
こ
と
か
ら
「
頭
取
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
銀
行
の
役
職
で
あ
る
頭
取
の
語
源
に

も
な
っ
て
い
る
。

　

因
み
に
近
世
邦
楽
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
格
を
「
タ
テ
」
と
称
し
、

「
立
三
味
線
」「
立
唄
」
な
ど
と
い
い
、「
音
頭
」
や
「
頭
」
の
用
語

は
用
い
て
い
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
声
が
主
体
の
楽
曲
で
は
、
曲
の
各
部
分
の
最

初
を
「
音
頭
」
が
独
唱
し
、「
付
所
」
と
い
う
一
定
の
箇
所
か
ら
一

同
が
斉
唱
で
従
う
。

　

民
謡
や
民
俗
芸
能
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
「
音
頭
」
は
、
こ
う
し
た

意
味
で
の
伝
統
音
楽
の
「
音
頭
」
が
転
じ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

二　

転
化
さ
れ
た
「
音
頭
」

　

民
謡
や
民
俗
芸
能
で
も
、
重
要
な
部
分
を
独
唱
し
て
全
体
を
リ
ー

ド
す
る
人
の
こ
と
を
「
音
頭
」
と
呼
ぶ
が
、「
お
ん
ど
」
と
短
く
い

う
。
そ
し
て
、
音
頭
と
し
て
仕
切
る
人
と
い
う
意
味
で
「
音
頭
取
」

と
も
呼
ぶ
。
こ
れ
が
更
に
転
じ
て
、
日
常
の
慣
用
句
と
し
て
、
も
の

ご
と
を
先
頭
に
立
っ
て
主
導
す
る
人
の
こ
と
も
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
そ
の
音
頭
取
り
が
独
唱
す
る
曲
節
も
「
音
頭
」
と
い
う
し
、

音
頭
取
り
と
囃
子
詞
な
ど
が
掛
け
合
い
形
式
で
演
じ
る
演
奏
形
式
の

こ
と
も
「
音
頭
」
と
い
い
、「
音
頭
一
同
形
式
」
と
も
称
し
て
い
る
。

　

民
謡
の
音
頭
の
本
来
は
、
作
業
の
能
率
を
上
げ
る
た
め
の
仕
事
唄

で
、
木
遣
り
、
土
突
き
、
綱
曳
き
な
ど
リ
ジ
ミ
カ
ル
な
唄
で
あ
っ
た
。

田
植
え
歌
、
酒
造
り
歌
な
ど
の
作
業
歌
や
盆
踊
り
歌
な
ど
も
こ
の
種

の
「
音
頭
」
の
形
式
を
踏
ま
え
た
も
の
が
お
お
く
、
曲
名
に
も

「
何
々
音
頭
」
と
つ
く
場
合
が
お
お
い
。

　

こ
う
し
た
作
業
歌
か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
「
踊
り
を
と
も
な

う
音
頭
」
は
、
村
落
社
会
の
娯
楽
と
し
て
も
楽
し
ま
れ
、
住
民
の
結

束
を
強
め
る
機
能
的
役
割
も
は
た
し
た
。

　

こ
の
種
の
音
頭
に
は
、「
相
川
音
頭
」「
秋
田
音
頭
」「
伊
勢
音
頭
」
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「
隠
岐
祝
い
音
頭
」「
河
内
音
頭
」「
江
州
音
頭
」「
秩
父
音
頭
」「
福

知
山
音
頭
」
な
ど
の
よ
う
に
地
名
の
つ
い
た
「
音
頭
」
が
お
お
い
。

近
年
に
な
っ
て
も
、
各
地
域
の
伝
承
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
故
郷
志
向

の
強
い
「
ご
当
地
音
頭
」
が
日
本
各
地
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
が
、
比
較
的
新
し
い
民
謡
や
い
わ
ゆ
る
新
民
謡
で
は
、「
音

頭
」
の
名
を
持
ち
な
が
ら
音
頭
形
に
な
っ
て
い
な
い
曲
も
あ
る
。

　

音
頭
形
式
の
曲
で
は
、
斉
唱
す
る
部
分
を
「
付
」
と
か
「
付
歌
」

「
連
歌
」
な
ど
と
も
い
い
、
囃
子
詞
や
掛
け
声
を
入
れ
る
形
の
他
、

そ
れ
が
音
楽
的
に
発
展
し
た
「
合
い
の
手
」
な
ど
を
歌
う
形
、
音
頭

の
歌
を
繰
り
返
し
て
歌
う
形
な
ど
が
あ
る
。
盆
踊
り
で
は
、「
音
頭

取
り
」
が
中
央
の
櫓
の
上
で
独
唱
し
、
踊
り
手
た
ち
が
囃
子
詞
を
唱

和
す
る
形
式
が
多
い
。
い
ず
れ
も
「
音
頭
取
り
」
の
声
量
や
歌
い
方
、

歌
詞
の
即
興
的
な
面
白
さ
な
ど
に
よ
っ
て
仕
事
の
能
率
や
踊
り
の
楽

し
さ
が
左
右
さ
れ
る
の
で
、
音
頭
取
り
の
役
目
は
重
要
で
あ
り
、
囃

子
詞
の
こ
と
を
「
唄
囃
子
」
と
い
っ
て
い
る
。

三　

近
世
邦
楽
が
摂
取
し
た
「
音
頭
」

　

近
世
邦
楽
の
三
味
線
音
楽
各
種
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
音
頭
の
形

式
や
曲
節
を
し
て
い
る
楽
曲
を
「
音
頭
物
」
と
い
っ
て
い
る
。

　

比
較
的
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
旋
律
に
乗
せ
て
民
謡
風
の
歌
詞
を
歌
う
も

の
に
は
、
河
東
節
「
夜
の
編
笠
」
や
、
そ
の
河
東
節
の
音
頭
を
最
後

の
方
で
四
回
繰
り
返
し
て
、
絶
望
を
越
え
た
放
心
状
態
を
上
手
よ
く

表
現
し
て
い
る
山
田
流
箏
曲
「
雨
夜
の
月
」、
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
の

『
大
塔
宮
曦
鎧
』
の
三
段
目
の
音
頭
歌
を
取
り
入
れ
た
地
歌
「
身
替

音
頭
」
な
ど
が
あ
る
。

　

願
人
坊
主
が
広
め
た
「
伊
勢
音
頭
」
の
旋
律
を
導
入
し
た
曲
節
の

あ
る
曲
に
は
地
歌
「
山
姥
」、
長
唄
「
枕
獅
子
」
同
「
鏡
獅
子
」
の

「
川
崎
音
頭
」
部
分
、
同
伊
勢
音
頭
」、
上
方
唄
「
伊
勢
音
頭
な
ど
が

あ
る
。
ま
た
、
民
謡
の
「
京
音
頭
」「
伊
勢
音
頭
」
な
ど
か
ら
出
た

と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
上
方
唄
「
京
の
四
季
」
の
弾
き
出
し
部
分
が

あ
り
、
そ
の
他
、
江
戸
端
唄
の
「
槍
錆
」「
露
は
尾
花
」「
潮
来
出

島
」「
淀
の
車
」
な
ど
に
も
音
頭
の
面
影
が
あ
る
。
な
お
地
歌
の

「
茶
音
頭
（
茶
の
湯
音
頭
）」
は
「
伊
勢
音
頭
を
地
歌
化
し
た
「
女
手

前
」
の
編
曲
で
あ
る
こ
と
か
ら
曲
名
に
音
頭
が
つ
く
が
、
旋
律
や
形

式
上
で
は
音
頭
の
特
色
は
な
い
。

四　

盆
踊
り
の
歴
史

　
「
音
頭
」
と
い
え
ば
す
ぐ
に
「
盆
踊
り
」
を
連
想
す
る
が
、
い
ま

普
通
に
言
う
盆
踊
り
は
、
盆
の
時
期
に
広
場
の
中
央
に
櫓
を
組
ん
で

そ
の
周
囲
を
輪
に
な
っ
て
老
若
男
女
が
踊
る
「
共
同
体
の
娯
楽
行
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事
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
盆
踊
り
の
本
来
は
宗
教
行
事
で
、
年
に
一
度
、
こ
の
世

に
戻
っ
て
く
る
死
者
の
霊
を
迎
え
て
慰
め
る
と
い
う
信
仰
に
基
づ
く

民
族
行
事
で
あ
っ
た
。
陰
暦
の
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
の
盂
蘭
盆

を
中
心
に
行
う
仏
事
で
、
種
々
の
供
物
を
祖
霊
や
新
仏
、
無
縁
の
餓

鬼
仏
に
供
え
て
冥
福
を
祈
り
、
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
済
さ
れ
る
べ

く
此
の
世
に
立
ち
帰
っ
て
く
る
死
者
の
霊
を
迎
え
て
歓
迎
し
、
ま
た

彼
岸
へ
立
ち
戻
る
霊
を
見
送
る
た
め
の
「
踊
り
」
で
あ
っ
た
。

　

集
団
舞
踊
自
体
の
源
流
は
原
始
の
頃
に
遡
る
が
、
仏
教
が
伝
播
し

て
行
く
と
と
も
に
、
空
也
上
人
（
九
〇
三
～
七
二
）
や
一
遍
上
人

（
一
二
三
九
～
一
二
八
九
）
な
ど
の
念
仏
聖
に
よ
っ
て
、
死
者
を
供

養
す
る
「
念
仏
踊
り
」
が
民
衆
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
が
、

や
が
て
先
祖
供
養
の
踊
り
に
な
っ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
盂
蘭
盆
以
外
に
も
集
団
の
踊
り
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら

は
一
般
に
「
風
流
踊
り
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
「
風
流
」
と
い
う
用
語
は
「
雅
や
か
な
」
の
意
か
ら
出
た
も
の
で
、

趣
向
を
凝
ら
し
た
華
や
か
な
意
匠
の
こ
と
を
言
う
。

　
『
万
葉
集
』
で
は
「
み
や
び
」
と
訓
じ
て
い
た
が
、
平
安
末
期
か

ら
中
世
に
か
け
て
は
専
ら
「
ふ
り
ゅ
う
」
と
読
ま
れ
て
、
祭
り
の
山

車
や
物
見
車
に
施
す
華
美
な
装
飾
や
、
そ
れ
ら
を
警
護
す
る
人
々
の

奇
抜
な
衣
装
、
宴
席
の
飾
り
物
の
趣
向
な
ど
も
含
め
て
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。

　

都
で
は
貴
族
社
会
を
中
心
に
こ
う
し
た
風
流
が
進
展
し
た
が
、
次

第
に
お
互
い
の
競
争
心
を
煽
り
立
て
て
華
美
に
な
り
、
し
ば
し
ば
朝

廷
か
ら
禁
令
が
出
た
と
い
う
。
十
四
世
紀
の
南
北
朝
時
代
に
は
、
力

を
付
け
て
き
た
町
衆
や
地
方
の
有
力
農
民
層
に
も
「
風
流
」
が
浸
透

し
て
い
き
、
彼
ら
が
担
い
手
と
な
っ
た
祭
礼
の
芸
能
化
も
進
ん
だ
が
、

そ
の
後
に
起
き
た
応
仁
の
乱
（
一
四
六
六
～
一
四
七
七
）
の
た
め
に

都
は
荒
廃
し
、
そ
の
後
の
風
流
は
周
辺
部
で
発
展
す
る
結
果
と
な
っ

た
。

　

と
く
に
奈
良
で
は
目
覚
ま
し
い
発
展
が
見
ら
れ
、
盆
の
風
流
に
、

大
が
か
り
な
作
り
物
や
囃
子
物
に
加
え
て
揃
い
の
衣
装
や
被
り
物
で

飾
り
立
て
た
「
踊
り
衆
」
が
登
場
す
る
。
す
で
に
応
仁
の
乱
以
前
に

も
、
興
福
寺
大
乗
院
第
十
八
世
門
跡
経
覚
の
日
記
『
経
覚
私
要
鈔
』

（
内
閣
文
庫
に
自
筆
本
蔵
）。『
史
料
纂
集
』（
所
収
）
に
は
「
ヲ
ド
リ

念
仏
」
の
記
述
が
あ
り
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
七
月
十
七
日
条

に
は
「
駒
踊
り
」
や
「
神
輿
振
」
な
ど
の
風
流
と
と
も
に
、
紙
で
作

っ
た
桶
を
頭
に
乗
せ
た
者
が
二
十
人
ほ
ど
踊
っ
た
と
あ
る
。
時
を
経

ず
十
六
世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
奈
良
の
盆
会
の
風
流
で
は
、
踊
り
が

中
心
と
な
っ
て
い
く
。
春
日
若
宮
社
の
神
主
中
臣
祐
維
の
日
記
『
春
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日
社
司
祐
維
記
』（『
大
日
本
資
料
』
所
収
）
の
大
永
元
年
七
月
二
十

日
条
に
は
、
高
畠
郷
の
住
民
が
若
宮
の
神
主
館
に
風
流
を
仕
掛
け
た

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
小
袖
を
腰
に
巻
い
た
踊
り
衆
四
十
人
が
傘
鉾

三
本
を
中
心
に
踊
っ
た
と
あ
る
。

　

京
都
の
風
流
の
ほ
と
ん
ど
が
囃
子
中
心
で
あ
っ
た
が
、
念
仏
踊
り

系
統
の
風
流
だ
け
は
踊
り
の
要
素
が
強
ま
り
、
こ
れ
が
諸
芸
能
を
巻

き
込
み
な
が
ら
盆
の
儀
式
と
し
て
の
「
盆
踊
り
」
に
大
成
し
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。『
太
平
記
』
第
二
十
三
に
「
御
堂
の
庭
に
桟
敷
を

打
っ
て
舞
台
を
敷
き
、
種
々
の
風
流
を
尽
さ
ん
と
す
」
な
ど
の
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
仏
教
を
背
景
に
し
た
風
流
踊
り
の
様
子
が
容
易

に
推
察
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
の
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
八
月
に
京

の
町
衆
が
秀
吉
の
七
回
忌
に
演
じ
た
大
が
か
り
な
風
流
踊
り
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。『
豊
国
神
社
祭
礼
屏
風
』
か
ら
も
風
流
の
様
子

が
し
の
ば
れ
る
。
な
お
、
歌
舞
伎
の
祖
と
い
わ
れ
る
出
雲
の
阿
国
が

始
め
た
踊
り
や
若
衆
歌
舞
伎
の
踊
り
も
、
こ
う
し
た
風
流
踊
り
を
舞

台
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
風
流
踊
り
」
で
は
「
風
流
踊
り
歌
」
と
よ
ば
れ
る
「
歌
詞
」
が

重
要
と
な
る
。
そ
の
歌
詞
は
、
囃
子
詞
を
多
用
す
る
点
や
、
一
首
の

歌
の
最
後
に
繰
り
返
し
の
文
句
を
挿
入
す
る
点
な
ど
が
後
の
盆
踊
り

歌
に
も
影
響
し
て
い
る
。
庶
民
が
台
頭
す
る
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初

期
に
は
、
盂
蘭
盆
会
に
お
け
る
盆
踊
り
も
、
次
第
に
民
衆
の
娯
楽
と

し
て
広
が
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
歌
わ
れ
る
「
盆
踊
り
歌
」
も

次
第
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
。　　

　

た
だ
、
盆
踊
り
自
体
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
も
、
そ
の
形
態
が
、

列
を
作
っ
て
練
り
歩
く
形
式
の
も
の
と
、
輪
に
な
っ
て
踊
る
形
式
の

も
の
な
ど
の
違
い
か
ら
、
そ
の
踊
り
歌
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
が
あ

る
。五　

現
在
の
盆
踊
り

　

現
行
の
盆
踊
り
は
盂
蘭
盆
の
期
間
、
つ
ま
り
旧
暦
の
七
月
十
三
日

の
精
霊
迎
え
か
ら
十
六
日
の
送
り
火
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
。
た
だ

し
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
新
暦
に
読
み
替
え
ら
れ
た
り
、
地
蔵

盆
や　

土
曜
日
曜
の
夜
に
、
地
域
住
民
の
夏
祭
り
の
娯
楽
と
し
て
盆

踊
り
を
行
う
例
も
あ
る
。

　

そ
の
盆
踊
り
は
、
広
場
の
中
央
に
櫓
を
組
ん
で
、
笛
や
鉦
、
太
鼓

を
中
心
と
し
た
囃
子
方
と
音
頭
が
そ
の
櫓
の
上
に
乗
り
、
櫓
の
周
囲

を
取
り
巻
く
よ
う
に
踊
り
手
が
幾
重
も
輪
を
描
い
て
踊
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。

　

囃
子
方
と
踊
り
手
が
十
数
人
で
「
連
」
を
組
ん
で
、
街
を
踊
り
歩
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く
徳
島
の
「
阿
波
踊
り
」
や
広
島
県
三
原
市
の
「
や
っ
さ
踊
り
」、

富
山
県
八
尾
の
「
風
の
盆
」
の
よ
う
な
形
式
も
あ
る
。
ま
た
新
盆
の

家
を
歴
訪
し
て
踊
る
形
式
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
歌
わ
れ
る
口
説
の

登
場
人
物
の
扮
装
で
、
持
ち
物
を
打
ち
合
わ
せ
な
が
ら
踊
る
「
仕
組

み
踊
り
」
や
、「
盆
俄
」
な
ど
も
特
殊
な
盆
踊
り
で
、
観
光
資
源
と

し
て
も
大
切
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

六　

踊
り
口
説
と
「
音
頭
」

　

数
あ
る
盆
踊
り
歌
の
な
か
で
、
民
謡
の
方
で
は
「
口
説
」
と
呼
ん

で
い
る
叙
事
的
な
長
編
の
歌
で
、
盆
踊
り
の
場
合
は
「
踊
り
口
説
」

と
称
し
て
い
る
。

　

江
州
音
頭
や
河
内
音
頭
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
「
踊
り
口
説
」
で
、

謡
曲
や
平
家
物
語
に
も
ク
ド
キ
と
い
う
曲
節
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
影

響
下
に
誕
生
し
た
近
世
邦
楽
の
義
太
夫
節
を
は
じ
め
常
磐
津
節
、
清

元
節
、
新
内
節
と
い
っ
た
語
り
物
の
浄
瑠
璃
各
種
や
、
歌
い
物
の
長

唄
に
い
た
る
ま
で
「
ク
ド
キ
」
と
呼
ば
れ
る
曲
節
が
あ
る
。
浄
瑠
璃

の
ク
ド
キ
は
一
段
中
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
置
か
れ
、
そ
の
場
の
中

心
人
物
が
、
自
分
の
胸
中
を
切
々
と
語
る
。
当
然
聴
衆
は
魅
了
さ
れ
、

そ
の
サ
ワ
リ
部
分
が
口
端
に
乗
る
。『
三
勝
半
七
』
の
「
今
夜
は
半

七
さ
ん
…
…
」
な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

　

踊
り
口
説
の
叙
事
的
な
歌
詞
は
い
う
ま
で
も
な
く
門
付
け
芸
能
者

の
伝
え
た
「
門
付
祭
文
」
の
系
譜
で
あ
る
が
、
盆
踊
り
が
隆
盛
す
る

に
つ
れ
て
、
他
で
流
行
し
て
い
て
耳
に
馴
染
み
の
伊
勢
音
頭
や
念
仏

踊
り
な
ど
の
歌
に
倣
っ
た
歌
詞
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

江
戸
後
期
に
は
七
七
七
五
調
の
民
謡
や
俗
謡
、
浄
瑠
璃
の
ク
ド
キ
、

歌
祭
文
な
ど
が
音
踊
り
歌
の
主
流
と
な
り
、
踊
り
の
手
も
繰
り
返
し

の
多
い
単
純
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
き
、
民
俗
芸
能
の
祭
礼
で
見

ら
れ
る
よ
う
な
風
流
の
趣
向
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

　

盆
踊
り
で
の
踊
り
口
説
は
、
主
と
し
て
音
頭
取
り
が
独
演
し
、
踊

り
手
が
囃
子
詞
を
唱
和
す
る
「
音
頭
」
の
演
奏
形
式
で
進
行
す
る
。

こ
れ
に
は
「
何
々
音
頭
」
と
呼
ば
れ
る
曲
が
多
い
が
、
音
頭
の
用
語

が
つ
か
な
く
て
も
音
頭
取
り
中
心
の
演
唱
形
式
に
よ
る
「
八
木
節
」

も
「
踊
り
口
説
」
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
祭
文
踊
り
」
は
、「
歌
祭
文
」
に
よ
る
大
和
古
来
の
盆
踊
り
音
頭

で
、
七
七
調
ま
た
は
七
五
調
三
行
で
一
節
を
形
成
し
、
一
節
ご
と
の

囃
子
詞
は
「
ソ
リ
ャ
、
ヨ
イ
ヤ
マ
カ　

ド
ッ
コ
イ
ー
シ
ョ
ー
」
と
い

う
古
態
で
あ
る
。
歌
祭
文
の
み
な
ら
ず
、「
貝
祭
文
」
に
も
踊
り
が

付
け
ら
れ
、
主
と
し
て
盆
踊
り
で
演
じ
ら
れ
た
。
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盆
踊
り
は
音
頭
が
主
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
祭
文
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
と
い
っ
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
が
次
第
に
と
と
の
え
ら
れ
て
、
七
七
調
ま
た
は
七
五
調
四
行
ま

た
は
五
行
で
一
節
を
形
成
す
る
複
雑
な
「
祭
文
音
頭
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
本
節
の
「
江
州
音
頭
」
の
直
接
の
母
胎
と
な

る
も
の
で
あ
る
。

　

村
々
で
は
長
年
、
集
落
ご
と
の
集
ま
り
な
ど
で
祭
文
音
頭
を
継
承

し
て
き
た
が
、
都
市
化
と
過
疎
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ま
た
、
江
州

音
頭
が
爆
発
的
な
人
気
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
相
俟
っ

て
、
大
方
の
村
落
で
は
祭
文
踊
り
や
祭
文
音
頭
の
伝
承
が
途
絶
え
た

が
、
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
大
和
や
伊
賀
な
ど
の
存
在
意
義
は
大

き
い
と
言
え
る
。

　

本
来
、
芸
能
は
流
転
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
、
と
く

に
娯
楽
性
豊
か
な
音
頭
の
類
は
、
時
代
に
敏
感
に
反
応
し
つ
つ
、
ま

た
時
代
を
牽
引
し
つ
つ
変
身
を
続
け
て
い
く
要
素
が
つ
よ
い
。　　
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■
彙
　

報  
　

平
成
二
十
五
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
五
年
九
月
十
日
・
十
一
日
の
両
日
、
東

京
の
大
正
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記
の
と
お
り
開

催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗
（
教
学
院
・
布
教
師

会
・
法
式
教
師
会
・
総
合
研
究
所
）で
あ
る
。
本

号
は
こ
の
学
術
大
会
に
お
け
る
紀
要
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

九
月
十
日
（
火
）

　

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
九
時

　

開
会
式　
　
　
　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

　

基
調
講
演　
　
　
　
　
　

午
前
十
時

　

記
念
写
真　

 

　

午
前
十
一
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
後
一
時

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

九
月
十
一
日
（
水
）

　

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
前
九
時

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
　
　
　

午
後
一
時

　

合
同
総
会　

・
閉
会
式　

午
後
三
時
三
十
分

【
基
調
講
演
】

浄
土
宗
の
授
戒
の
本
質

 

大
本
山
光
明
寺
法
主　

宮
林　

昭
彦
台
下

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

「
授
戒
・
帰
敬
式
」

　

パ
ネ
ラ
ー　

　
　
　

布
教
師
会
事
務
局
次
長 

　

阪
口
祐
彦

　
　
　

法
式
教
師
会 

　

西
城
宗
隆

　
　
　

総
合
研
究
所
専
任
研
究
員　

後
藤
眞
法

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　
　

大
正
大
学
教
授　

 

林
田
康
順

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
日
）

浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化

　
　
　
　

－

現
状
と
展
望
Ⅰ－

 　

佐
藤　

堅
正

浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化　

　
　
　
　

－
現
状
と
展
望
Ⅱ－

 　

齊
藤　

舜
健

『
興
福
寺
奏
状
』「
第
七
誤
念
仏
失
」
に
お
け
る

念
仏
説　

 

中
御
門　

敬
教

聖
光
在
世
時
に
お
け
る
九
州
北
部
の
仏
教
思
想

に
つ
い
て　

－

歴
史
資
料
を
中
心
に－

 
　
　

郡
嶋　

昭
示

近
世
末
の
法
然
伝　

－

法
洲
『
御
伝
撮
要
講

説
』
を
中
心
に－

　

 

　

東
海
林　

良
昌

法
然
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お
け
る
『
無
量
寿

経
』「
光
明
歎
徳
章
」
の
引
用
を
め
ぐ
っ
て 

 

袖
山
榮 

輝

▽
第
一
部
会
（
十
一
日
）

『
逆
修
説
法
』
五
七
日
に
お
け
る
『
無
量
寿

経
』
解
釈
に
つ
い
て　
　

   

安
孫
子　

稔
章

法
然
上
人
の
『
往
生
要
集
』
観 

齋
藤　

蒙
光

『
逆
修
説
法
』
第
一
七
日
の
『
無
量
寿
経
』
解

釈
に
つ
い
て 

角
野　

玄
樹

重
源
の
浄
土
教　

 
 

伊
藤　

茂
樹

四
十
八
巻
伝
現
代
語
訳
の
変
遷
と
問
題
点

　

－

第
二
十
七
巻
を
例
と
し
て－

 

小
嶋　

知
善

高
等
学
校
公
民
科
「
倫
理
」
教
科
書
に
お
け
る

法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ

る
一
考
察　

－

教
科
書
記
述
へ
の
提
言－

 

林
田　

康
順

閻
浮
檀
金
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
体
表
に
つ
い
て

 

　

神
居　

文
彰

報
身
に
つ
い
て　

－

「
従
因
向
果
」
と
「
従
果

向
因
」
を
め
ぐ
っ
て－

 

曽
根　

宣
雄

▽
第
二
部
会
（
十
日
）

聖
聡
『
厭
穢
欣
浄
集
』
に
つ
い
て 

武
田　

真
享

中
世
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て

 
   

永
田　

真
隆

良
忠
の
仏
土
観　

－

一
乗
浄
土
に
つ
い
て－
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大
橋　

雄
人

女
人
往
生
に
つ
い
て 

 

工
藤　

和
興

伊
勢
の
廃
仏
毀
釈
調
査
報
告－

神
宮
寺
廃
寺
の

墓
石
群－

 

　

堤　

康
雄

光
明
山
寺
と
南
都
浄
土
教 

坂
上　

雅
翁

▽
第
二
部
会
（
十
一
日
）

白
河
義
の
思
想
に
つ
い
て 

前
島　

信
也

聖
冏
上
人
撰
『
教
相
十
八
通
』
所
説
の
頓
教
判

に
つ
い
て　

 
　

勝
崎　

裕
之

明
治
期
教
育
雑
誌
か
ら
み
た
宗
教
教
育
論

 

齋
藤　

知
明

近
代
日
本
に
お
け
る
宗
乗
の
変
遷 

江
島　

尚
俊

法
然
上
人
絵
伝
研
究 

平
間　

理
俊

元
禄
時
代
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

 

　

遠
藤　

聡
明

生
誕
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝　

－

中
国
、
京

洛
、
伊
勢
、
信
州
の
教
化
に
つ
い
て－

 

　
　

田
原　

聖
朗

五
重
相
伝
に
お
け
る
相
承
の
あ
り
方　

－

西
山

派
『
十
通
』
を
手
が
か
り
に－

 

成
田　

勝
美

三
条
西
実
隆
の
念
仏
信
仰 

魚
尾　

孝
久

▽
第
三
部
会
（
十
日
）

パ
ー
リ
上
座
部
に
お
け
る
宿
作
因
論
批
判－

初

期
仏
教
か
ら
阿
毘
達
磨
教
理
へ－

 

清
水　

俊
史

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説

④
（
調
息
・
感
官
制
御
） 

　

近
藤　

辰
巳

弥
陀
三
尊
の
身
量
に
つ
い
て 

　

石
田　

一
裕

感
応
思
想
と
浄
土
教 

　

曽
和　

義
宏

『
釋
浄
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
土
と
三
性

 

　

村
上　

真
瑞

寛
永
版
『
大
蔵
目
録
』
に
つ
い
て 

松
永　

知
海

▽
第
三
部
会
（
十
一
日
）

『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
と
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の
関
係
性
に
つ
い
て 

後
藤　

史
孝

『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
と
往
生
伝 

加
藤　

弘
孝

『
安
楽
集
』
と
二
諦
説
に
つ
い
て 

杉
山　

裕
俊

北
朝
期
の
浄
土
教
関
係
敦
煌
写
経
に
つ
い
て

 

　

大
屋　

正
順

「
宗
」
の
三
義
説　

－

独
尊
・
統
摂
・
帰
趣－

（
３
） 

　

吉
水　

岳
彦

不
断
煩
悩
得
涅
槃
分
に
つ
い
て 

石
川　

琢
道

『
観
経
』
の
受
容
史
に
つ
い
て 

柴
田　

泰
山

善
導
に
お
け
る
抑
止
門
の
着
想
に
つ
い
て

 

　

宮
澤　

正
順

▽
第
四
部
会
（
十
日
）

授
戒
会
・
帰
敬
式
を
踏
ま
え
た
一
般
法
要
、
法

話
に
つ
い
て 

　

福
田　

秀
雅

授
戒
会
の
現
況
と
課
題 

堀
田　

定
俊

法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
詠
歌
に
つ
い
て（
６
）

 

　

加
藤　

良
光

八
橋
玉
純
師
所
持
資
料
に
つ
い
て

 

　

八
橋　

秀
法

縁
山
流
声
明
考（
１
） 

坂
上　

典
翁

「
吉
水
瀉
瓶
訣
」
に
つ
い
て 

大
澤　

亮
我

▽
第
四
部
会
（
十
一
日
）

絵
師　

高
田
敬
輔
の
描
く
浄
土
の
世
界

 

　

林　

竹
人

祭
文
の
研
究－

祭
文
か
ら
音
頭
へ－

 

　

加
藤　

善
也

地
方
（
山
口
教
区
）に
お
け
る
教
化
実
践
の
現

状
と
課
題 

　

藤
本　

淨
孝

大
日
比
法
洲
の
不
浄
説
法
観 

　

宮
入　

良
光

法
然
上
人
の
教
え
、
日
課
念
佛
六
万
遍
如
何
に

し
た
ら
称
え
ら
れ
る
か  

　

大
田　

弘
光

布
教
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
試
論 　

佐
藤　

雅
彦

特
殊
布
教
に
つ
い
て 

　

堀　

芳
照

五
重
相
伝
会
次
善
の
教
化
一
案　

 

松
岡　

玄
龍

宗
歌
の
真
意
に
つ
い
て－

現
当
二
世
の
浄
土
宗
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－
 

石
田　

孝
信

▽
第
五
部
会
（
十
日
）

寺
院
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
の
活
用
法 

法
澤　

賢
祐

遺
伝
子
診
断
の
倫
理
的
問
題
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どこまで電子テキスト上に再現するのかはそれぞれの電子化団体の見識によっ
て定めるべきものでるとはいえ、このような例では、異なった団体間であって
も、共通のコードを用いるような共通化を図るべきだろう。

3.5. 終わりに
　タグであれ、文字コードであれ、電子テキスト化作業を行う団体が個別に対
応したのでは、データを共有する際にさまざまな不都合が起こる。仏典の電子
テキスト化は比較的小さな世界で行われている事業である。今後の作業にあた
っては、それぞれの団体が共通のタグ、共通の文字コードを用いるという共通
化が図られるのが望ましいと考える。そのための簡便な統一タグを設定するこ
とを提案する。
　当研究班が使用しているタグは、現在のところの暫定的なものであり、今回
の発表では使用したタグを全て紹介しているわけではない。今後、正式に続浄
検索システムを公開する際には、これらの情報を公開することを検討している。

1 ） これは現状でどの程度の検索表示が可能かを提示するものであって、今後正式に公開す
るものは、検索システムの仕様やユーザーインターフェースを変更する可能性がある。

2 ） 数学者 Donald E. Knuth が 1978 年にリリースした組版処理ソフトウェア。参考書、解
説書は多数あるので参照されたい。

3 ） 後述のように、他のプロジェクトとのデータ形式の共通化を目指すことが当研究班の方
針の一つであったので、現在最も規模が大きく、先行するプロジェクトとして SAT を
事実上の基準と考えていた。ただし、データ形式などが公開された場合である。

4 ） 当研究班が依頼した業者は、続浄の電子テキストに使用する TEX コマンド群を独自に
開発した。このコマンドの著作権は業者にあり、コードは当研究班に対して開示されて
いないので我々は使用することはできない。しかし類似機能のコマンドが CTAN など
でオープンソースとして公開されているので、データの納入後はそれらを使用してデー
タを処理している。

5 ） 現に、続浄の TEX ファイルでは、本文右側に添えらえた注記が、続浄１巻ではルビと
して処理され、続浄４巻では注記（annotation）として処理されている。

6 ） P5 Guidelines が最新版。http://www.tei-c.org/index.xml
7 ） 文字鏡フォントの unicode 化は、対応表の公開が禁止されているので、いちいち手作業

にて行った。
8 ）ただし現在の検索システムでは、ソフトウエアが完全に IVS に対応しているわけではな

いので、IVS 部分はすべて削除したデータを使用している。
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3.2. TEI との関連
 このような人文分野での電子テキスト作成にあたってどのようなタグを作

成すべきか、という点について TEI（Text Encoding Initiative）という団体
からガイドラインが提示されている 6）。SAT や CBETA といった主要な仏典
電子化団体が準拠しているものである。電子テキスト作成とタグ作成は TEI
に準拠するのが望ましい。

3.3. タグの共通化
 実際、電子テキストを XML ファイルとして作成する際の大きなテーマが、

このタグの作成である。タグの作り方によっては構造化が崩れざるを得ない場
合や、同じ情報をタグ化する際に複数の表現が考えられる、といったゆれがあ
る。検索システムに組み込む場合、更に作成された電子テキストを変換する作
業が必要になる。使用するデータベースのシステムによって取り扱うことが可
能なデータの形式は違い、特定のタグを無視するといった仕組みが必要になる
し、泣き別れ検索を実現するには改行タグを適切に処理しないといけない。検
索システムを運営する団体が作成したタグはその検索システムで使うことを前
提とする。電子テキスト化を行う団体がそれぞれ別個にタグの組織を作った場
合、それぞれの互換性がいつでも保障されるわけではない。最低限必要なタグ
については共通のものを使えば互いのデータを互いに使うことができるように
なる。このような共通化が、今後、必要であろうと考える。

3.4. 文字の共通化
　同様の共通化は文字の表現についてもいえる。当研究班のデータは、業者が
作成したものは Shift-JIS と文字鏡フォントの併用であったが、これを unicode
化した 7）。また IVS（異体字セレクタ）を使用して細かな字体の相異も反映で
きるようにしている（マスターデータにおいて）8）。さらにそれらで表現でき
ない字形差は別途記号を用いて指示した。
　unicode を使用する場合、特に IVS を使用した場合、同じ字形に複数の別の
コードが割り振られる場合もある。この場合、見た目は同じ複数の文字が、検
索するとヒットするものとヒットしないものに別れてしまう。同じ団体内で使
用するコードを統一することが必要なのは言うまでもない。字形・字体の差を
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okuri="" /> 此經 <kunten kaeriten=" 一 " okuri="" />。大分
爲 <kunten kaeriten=" レ " okuri="" /> 三。一大意。二釋名。三
入文解釋也。此

<honbun> は XML ファイルのルート要素（すべてのデータの起点）、<text>

は『無量寿経集解』全体、<maki> は、『無量寿経集解』巻一（無量壽經卷上
集解第一）、<pb ～ /> は改段を示す空要素である。続浄の一行で改行し、そ
の冒頭に置かれた <lb ～ /> は各行の位置情報を示す空要素である。

3.�まとめ

3.1. テキストデータ記述のための XML タグ
 以上、続浄電子化にて作成した XML ファイルとそれを作成する経過を紹

介した。ここに作成された XML ファイルはもともと「続浄の版組みの見た目
を再現する」ことを目的とした TEX ファイルから作成したものである。しか
し続浄原本に表現されていることはそれだけではない。例えば、あるインデン
ト以下の文字列が偈頌を示している、とか、本文の右側に小さく書かれた文字
がルビであったり、注記であったり、といった情報が暗黙のうちに示されてい
る。このような情報は、入力業者が読み取り判断して入力できることではなく、
仮に読み取ることができたとしても、TEX では区別して表現することはでき
ない 5）。XML タグはそれ自体に意味は無く、与えられたタグに意味付けをす
ることで様々に活用できる。ルビと注記に別々のタグを与え、同じ書式で表示
することも可能である。ちなみに浄土宗総合研究所近世浄土宗学の基礎的研究
班では、資料の内容についてのタグを付す作業を行なっている。その際、タグ
として指定したのは人名、年齢、書名、地名、寺院名である。このようなタグ
付けをすることで今後のデータの分析や資料の中に出現するデータの抽出が可
能になる。データを活用するためにはこういった情報もテキストファイルに書
き込んでおく必要がある。今後、続浄についてそのようなタグを作成附加する
ことが必要になるが、これは業者に委託できない作業であり、研究者が読み込
みながら附加する必要がある。
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　割書範囲を指示する \warigaki{} は <warigaki></warigaki> と置き
換えた。
　行番号などの情報は、各行の行頭に空要素として

<lb 12_0001A01 />

を置いた。一行を一つの要素として扱い、行全体をタグでくくる方式もあるが、
用いなかった。
　続浄の TEX ファイルでは、\ruby{}{} の引数に文字鏡フォントを使用す
る場合には、文字鏡フォントのコードを {\MO{010693}} と括るように指示
されている。一方で割書の中では {} で括る必要がないという構造のブレがあ
り、更に割書の中にルビや訓点が置かれたり、注記にルビが付されたり、割書
全体に対してルビや注記が付されるといった、コマンドの包含関係が一定しな
いことがあった。こういう書式の構造を意識していないと、XML 化する際に
トラブルが発生することになる。実際の変換作業は、Perl のスクリプトを作
成して一括して行ったが、書式指定の構造が一定しないこのような箇所につい
ては手作業での修正が必要であった。

2.4. 当研究班の XML ファイル
　当研究班では以上の個別のタグによって続浄の電子化テキストを XML とし
て表現し、マスターデータとしている。このマスターデータから検索システム
のデータベース用や、ブラウザでの表示用に変換して使用している。続浄１巻

（白弁『無量寿経集解』）の冒頭部分を紹介する。ただし XML 宣言の部分は省
略している。

<honbun>

<text>

<maki>

<pb pageno="0001" column="A" />

（中略）
<lb textno="" textvol="0001" textpage="" zokujovol="01" 

zokujopageno="0001" column="A" lineno="04" /> 將 <kunten 

kaeriten=" レ " okuri="" /> 解 <kunten kaeriten=" 二 " 
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　これらの情報を表示するには、TEX でも XML でも複数の方法が考えられ
る。
　続浄の TEX ファイルの訓点は、

若以 \kunten{ レ }{} → 若以レ

とされていて、「以」の左下に小さな「レ」、右下に小さく送りを置く、という
指示を与えるように定義されている。同じように漢文の訓点を指示する別のコ
マンドでは、

\KAN{ 有 }{ あ }{ り }{}{}{ 二 }

として、親字「有」を引数にとり、「有」の右訓として「あ」、送りに「り」、
返り点として「二」を置く、という指示を与えるように定義されている。どち
らも正しい TEX コマンドであるが、訓点をつける対象の文字をコマンドの引
数として指定するかしないか、という考え方の違いがある。続浄では、返り点
が行頭に置かれる場合があって、後者 \KAN では前の行の行末文字を引数に取
らなければならず処理しにくい。そこで \kanbun を用いることにした。訓点
を XML で表記する場合もルビと同様にいくつかの方法が考えられるが、当研
究班では、

<kanbun kaeriten="" okuri="" />

という空要素のタグを訓点が置かれる場所に置き、その属性に kaeriten（返り
点）と okuri（送り）を指定するという方法をとった。

　ルビの表示を XML 化する場合、
<ruby hurigana=" ハナ "> 太 </ruby>

と、「太」という文字を要素とし、その属性値 hurigana に「ハナ」を指定する、
という表記が考えられ（当研究班の XML タグはこれ）、あるいは HTML と同
じように、

<RUBY><RB> 太 </RB><RT> ハナ </RT></RUBY>

とルビを含んだ文字列全体を <ruby> の要素とし、その子要素に親字「太」
とルビ「ハナ」を指定する、という表記も可能である。TEX の注記（\

annotation{}{}）はルビと同じ形式の XML タグとし、本文を
<annotation anottext=""> 本文 </annotation>

として囲んで表記した。
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　そこで当研究班では、データの汎用性と拡張性を重視したこと、先行す
る SAT が使用していること 3）、という理由から、データ形式を汎用的な
Markup Language である XML に変更するという方針を立てた。検索システ
ムに組み込む場合も、マスターデータが TEX であってはデータベースに登録
するまでの処理が繁雑であり、その点からも最終的な電子テキストの形式を
XML に変更することが必要であった。
　そこで当研究班では、続浄の TEX データで使用されている TEX コマンド
を全て抽出し、XML タグに変換する作業を行った。
　業者からは、TEX ファイルとそれから生成された pdf ファイルとテキスト
ファイル、外字一覧表などが納入された。このテキストファイルには TEX フ
ァイル冒頭に置かれる各種の設定と使用するマクロの指示（プリアンブル）や
改ページ指示の TEX コマンドは省かれているが、書式を指示する TEX コマ
ンドはほとんどすべてが残っており、また、続浄の一行をテキストファイルの
一行とし更に行頭にページ番号や行番号などのメタ情報を置いている。検索シ
ステムを構築するには行番号の情報が必須なので、このテキストファイルを変
換元のデータとした。

2.3. TEX から XML へのタグの変換
　業者納入の続浄の TEX ファイルでは書式を指示する TEX コマンドとして
・\kunten{}{}（訓点）
・\annotation{}{}（注記）
・\ruby{}{}（ルビ）
・\warigaki{}{}（割書）
・\MO{};（文字鏡フォント・{} 内は文字鏡コード）
の五種類と
・\newpage%p.1a（ページの切り替えを指示）
・\quad （文字間隔を指示）
が使用されていた 4）。その他に、各行の行頭に

12,0001A01:

の形式で、位置情報が示される。右から、続浄の巻番号、続浄の頁番号、続浄
の段、続浄の行数を示す。



─ 46 ─

研究全体の方向性は当研究班の佐藤堅正「浄土宗基本典籍の電子テキスト化 
― 現状と展望 I ―」に譲り、本稿では、続浄検索システムに使用する電子テ
キストの作成の現状と問題点を報告したい。

2.�使用した電子テキスト

2.1. 電子テキスト作成―業者作成のテキストファイル―TEX ファイル
　大量のテキストを電子テキスト化するには、入力専門業者への依頼が不可欠
である。作成されるデータは機種やソフトウエアに依存しないテキストファイ
ルが望ましい。当研究班は業者に、テキストファイルで「続浄の版面を電子的
に極力再現する」ように依頼をした。業者から納入されたデータには、続浄本
文だけでなく、訓点、ルビ（左右とも）、注記、割註などの情報も含まれてい
る。また、使用する文字も極力再現するように努めたため、JIS 第一水準、第
二水準に無いものであっても、文字鏡フォントを使う、あるいは何らかの記号
で代替しその箇所を明示する、といった方法で電子テキスト上に情報を残すよ
うに対処されている。
　入力を依頼した業者がたまたま TEX という組版ソフトでのデータ作成を
専門としていたので、データは TEX ファイルとして作成された 2）。TEX で
は、A ４縱組で出力するなどの大まかな版組みを指定し、さらに種々の TEX
コマンド（マクロ）を併用することによって訓点やルビなどの多彩な表現が可
能になる。TEX ファイルはテキストファイルであって、TEX コマンドはテキ
ストファイルの中にそれ自身テキストファイルとして入力される（例えば、\

ruby{ 淹 }{ エン } と入力してあると「淹
エン

」と表示）。種々の書式情報を持つ
テキストファイルを作成する、という目的が達成できたのである。

2.2. XML 化
　TEX のようにテキストファイルの中に文書の構造や表示などの指示を埋め
込むコンピュータ言語を Markup Language と呼ぶ。TEX は元来数学書の出
版のために作られたもので、続浄の版組みを再現するという目的のためには好
都合であったが、検索や文書構造の分析などの電子テキストとして多方面に活
用するためには不向きである。
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浄土宗基本典籍の電子テキスト化
― 現状と展望 II ―

齊　藤　舜　健

1. はじめに―「続浄検索システム（試用版）」―

　平成 21 年度に浄土宗総合研究所「浄土宗基本典籍の電子テキスト化」プロ
ジェクトが開始された。当初は『浄土宗全書続』（以下続浄）、および『宗綱宗
規』の電子テキスト化が目標であった。対象を一度に電子テキスト化すること
は当研究班の年間予算の制約から不可能であったので、続浄については単年度
当たり 3 冊程度の入力を業者に委託するというペースで作業を進め、本年度末
までに続浄全 19 冊の内、15、16、17 巻の 3 冊の発注を残すのみとなった。来
年度には入力作業が完了する予定である。
　当研究班は当初は単なる電子テキスト化のみを目標としていたが、昨年度途
中から検索システムとして公開することを目標の一つとし、それにあわせた電
子テキスト化の方策を検討することになった。その際、大きな方向性として、
この研究を、単なる電子テキストの利用にとどまらず、将来的には浄土宗に関
する電子化可能なあらゆるデータ（テキスト情報だけではなく、音声、画像情
報に至るまで）を継続的、体系的に収集整理検索が可能なシステムを構築する
ことを見据えたものとして位置づけるべきであるという認識を持つことになっ
た。当然、電子テキスト化もそのような汎用性と拡張性を念頭においてなされ
ることになる。その成果として今般の浄土宗総合学術大会のポスターセッショ
ンにて「続浄検索システム（試用版）」を公開した 1）。使用した電子テキスト
は、検索システムに組み込むことを前提とせずに業者に依頼して作成したもの
である。一方、検索システムは研究班内部で独自に構築した。検索システムで
使用するためのデータの仕様の設定、それに合わせたデータの変換、それを運
用するデータベースの構築およびインターネットでの公開を前提としたユーザ
ーインターフェイスの構築をすべて研究班内部で行ったため、その作業の中で

「電子テキスト化」がはらむ問題点を図らずも浮き彫りにすることになった。
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ちろん実現されている。

6　おわりに�―より大きなシステムの構築を目指して―

　当研究班が念頭においているのは、汎用性の高いデータ形式と、例えば、デ
ジタルアーカイブの機能を持ち、多くのデータを横断的に検索できるような、
拡張性の高いコンピュータシステムの構築である。そのためには、どの様な
データ形式がよいか、コンピュータシステムとしてどの様な機能を持つべき
か、ということを具体的に試すために、続浄検索システム（試用版）を構築し
た。このシステムを開発することが当研究班の最終的な目的ではなく、汎用性
の高いデータ形式はどの様なものか、拡張性の高いコンピュータシステムはど
の様なものか、を実際に試してみるテストベッドが、続浄検索システム（試用
版）である。その意味で、当研究班の研究の先には、浄土宗大データベース構
想、と呼ぶべきものがある。それは、浄土宗に関係するありとあらゆるデータ
を収集保存し、データベース化して、デジタルアーカイブの機能を持った、情
報を有効に活用できるようなコンピュータシステムの構想である。その研究は
まだ始まったばかりである。
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5　続浄検索システム（試用版）の現状

　第２節で述べた様に、汎用性のあるデータ形式の電子テキストを用いた、高
い拡張性を持ったコンピュータシステム構築の研究の第一歩として、XML 形
式の『続浄』データを用いた検索システムを構築した。これを、「続浄検索シ
ステム（試用版）」と呼ぶ。このシステム（試用版）をノートパソコンにイン
ストールして、ポスターセッション会場にて公開した。

5.1 マスターデータは XML 形式
　試用版のマスターデータは、XML 形式のテキストファイルである。『続浄』
の原文には、漢文の本文に、返り点、送り仮名、ルビといった訓点が付き、さ
らに割書や註記といった様々な情報が付加されている。それらに加え、巻頁行
の番号や段組みの上下という表示に関わる情報も、すべて XML のタグを使っ
て印を付けてある。

5.2 データベース化
　マスターデータから検索用データを作る。RDBMS（Relational DataBase 
Management System、関係データベース管理システム）の実装のひとつであ
る、MySQL というオープンソースのソフトウェアを用いた。

5.3 ウェブサーバーとブラウザの情報のやり取り
　利用者がブラウザに検索文字列を入力すると、文字列はインターネットを経
由してウェブサーバーへ送られ、ウェブサーバーがデータベースに問い合わせ
て結果を得る。ユーザーインターフェースとしてのブラウザ、ビジネスロジッ
クを受け持つウェブサーバー、それにデータベースという、三層アーキテクチ
ャを持つコンピュータシステムを構成する。

5.4 異体字の取り扱い
　仏教関係の典籍を扱うコンピュータシステムに要求されるのが、新字・旧字
などの異体字の適切な処理である。例えば、「佛」と「仏」と、どちらの文字
で検索しても同じ結果が得られなければならない。当試用版でもこの機能はも
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● 聖教電子化研究会　http://www.icho.gr.jp/seiten/ （検 W）
大谷派版真宗聖典、真宗聖教全書。

● 電子達磨＃２　http://iriz.hanazono.ac.jp/newhomepage/daruma/ （T 画
検 W）

花園大学国際禅学研究所
抄物類のテキストデータを検索すると写本・版本の画像にリンク。

● 日蓮宗電子聖典 CD-ROM ２枚 （検 C）
『妙法蓮華経』『昭和定本日蓮聖人遺文』『日蓮聖人全集』『日蓮宗事
典』

4　デジタルアーカイブ

　ここまで、電子テキストについて見てきた。本節では、電子テキスト以外の
電子データに触れる。例えば、古写本のデジタル写真を撮って作った画像デ
ータがあるとする。これ自体は貴重な電子データだが、電子テキストではな
い。写っている文字を検索することは出来ない。古写本の文字を読み取って、
その内容を活字にして電子テキストを作れば、検索をすることができる。検索
して見つかった文字の、古写本の対応個所の画像が表示されれば大変便利であ
る。画像以外の、音声データや動画データについても同様のことが言える。例
えば、法要の音声の録音や、録画された動画を考えれば、電子テキストを検索
して法要の音声や動画の対応個所を探しだせる便利さは、容易に想像がつくだ
ろう。前節で紹介した花園大学国際禅研究所のコンピュータシステムは、画像
データについて、この機能を既に実現している。
　この様に、電子データの内容を電子テキストにして、両者を関連付けると、
電子データをさらに有効に利用できるようになる。電子テキストと電子テキス
ト以外の電子データをともに保存して、検索ができるようなコンピュータシス
テムとしてのデジタルアーカイブが重要になる。第１節で取り上げた、高い拡
張性を持つコンピュータシステムの構築というのは、例えばこのデジタルアー
カイブのような機能を持つものである。当研究班が研究に当たって常に念頭に
置いているのは、色々な種類のデータを統一的に取り扱えるデジタルアーカイ
ブの機能を持つコンピュータシステムである。
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平楽寺書店『昭和新修法然上人全集』の教書篇テキスト
●『浄土宗全書』　http://www.jozensearch.jp/pc/ （T 検 W）

検索システム稼働中。
●『佛教論叢』　http://acad.jodo.or.jp/bukkyoronso/ （P 検 W）

第 53 号（平成 21 年３月）から PDF ファイルダウンロード可。
3.2.3 浄土宗内個人

● 報恩蔵（安達俊英師）　http://www.bukkyo-u.ac.jp/mmc01/adachi/data.
htm （TW）

『漢語灯録』、『選択本願念仏集』、『無量寿経』異訳など。
● 轉法輪寺（兼岩和広師）http://www.geocities.jp/tenpourinji/hounenkankei.

html（TW）
『昭法全』など、法然上人関係文献テキストファイル。

3.3 宗外
● SAT 大正新脩大藏經テキストデータベース　http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/

SAT/（X 検 W）
東京大学内 大藏經テキストデータベース研究会 下田正弘東京大学教
授
DDB（Digital Dictionary of Buddhism）、BDK（仏教伝道協会）と連
携。

● CBETA　http://tripitaka.cbeta.org/ （検 W）
中華電子佛典協會。大正新脩大蔵経など。

● CBETA 電子佛典集成 Version 2011 （検 C）
● GRETIL　http://gretil.sub.uni-goettingen.de/ （TW）

仏典とインド学関係典籍
● 日 本 印 度 学 仏 教 学 会　https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ibk1952/-

char/ja/（P 検 W）
『印度學佛教學研究』

● 天台電子佛典 CD（１～ 4）天台宗典編纂所（T 検 C）
● WikiArc　http://labo.wikidharma.org/（検 W）

浄土真宗本願寺派。浄土真宗聖典。
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ピュータシステムが作られて稼働している。これらのデータやコンピュータシ
ステムを利用する立場に立って考えてみると、現在個々のコンピュータシステ
ムで使われているデータをすべて一度に検索できるのが便利である。そのため
には、データの形式が統一されていることが望ましい。
　以下に、既存の電子テキストの例をあげる。決して世界中の電子テキストを
網羅しようとするものではない。それぞれの電子テキストやコンピュータシス
テムがどの様な性質のものかを表す略号を添えておく。不明な場合もあるので、
ひとつの目安である。

略号一覧
T：テキストデータ
P：PDF データ
X：XML 形式データ
画：画像データ
検：検索機能つき
W：WWW（ウェブ）公開
C：CD（コンパクトディスク）

3.1 総合研究所電子テキスト化研究班
●『続浄土宗全書』（全 19 巻）の巻１～巻 12、巻 18、巻 19。（X 検。W 予定。）
●『宗綱宗規』明治 22 年～ 30 年、明治 35 年～ 40 年、大正３年～４年。（T）

3.2 宗内
3.2.1 浄土宗

● 浄土宗デジタルアーカイブ　http://jodoshu.net/guide/archive/index.html
宗報（P 検 W）、浄土宗新聞（P 検 W）、かるな（P 検 W）、
布教羅針盤（T 検 W）、など。

●『浄土宗聖典』検索 CD-ROM（T 検 C）
3.2.2 教学院

●『デジタル法然上人全集』CD-ROM バージョン２（画 T 検 C）
『選択本願念仏集』各種写本画像及び
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作り、研究用の小さなコンピュータシステムを構築した。研究対象とする典籍
は『浄土宗全書続』（以下、『続浄』と略す。）とする。『続浄』に、ある文字列
が入っているかどうか、あるとすればどこに、具体的には、何巻の何頁の何行
目にあるのか、を調べるという研究を想定する。コンピュータ技術を用いてこ
の研究をする際に、コンピュータシステムに要求される機能は、検索機能であ
る。この機能のためには、どの様なデータ形式の電子テキストが良いのかを決
めることになる。当研究班では、XML（Extensible Markup Language、拡張
可能なマーク付け言語）形式を採用した。このデータ形式は、テキストデータ
であり、本文に各種の付加情報をタグを用いて書き加えることができる。詳細
は、次の論文「現状と展望 II」に説明されている。現在、当研究班では、『続
浄』と『宗綱宗規』のデータ入力を進めている。そのうち、まず、XML 形式
の『続浄』データを作成した。漢文の本文に加えて、訓点や頁番号などの情報
を、XML のタグを用いて付加してある。

3　既存の電子テキストの例

　電子テキストと一口に言っても、様々な形式のデータファイルが作られてい
る。テキストファイルや、それにタグを付加した XML 形式のファイルがある
一方で、PDF（Portable Data Format）ファイルのものも多い。PDF ファイ
ルには、もとの文書をスキャンして画像にしただけで、検索の出来ないもの、
OCR（Optical Character Recognition）を用いて不完全ながらも検索ができる
ようにしたもの、さらに、完全な検索が出来るものがある。
　また、データの公開方法で分類すれば、CD（コンパクトディスク）として
流布しているものと、インターネットの WWW（World Wide Web、ウェブ）
に公開されているものとがある。
　扱うデータの種類によって、コンピュータシステムの機能も様々である。テ
キストファイルをダウンロードさせるだけのものもあれば、データの検索がで
きて、表示された検索結果をコピー／貼り付けして電子テキストとして利用で
きるものもある。その場合、もとの典籍の頁番号や行番号といった本文以外の
情報が付加されているものもある。
　このように、現在は、様々な形式のデータが作られ、様々な機能を持つコン
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浄土宗基本典籍の電子テキスト化
 ―現状と展望 I―

佐　藤　堅　正

1　はじめに

　コンピュータ技術の進歩に伴って、浄土学、仏教学、あるいは、宗教学とい
った人文科学の分野でも、コンピュータ技術を使って典籍を研究する方法が広
まっている。その際には、研究対象となる典籍が電子テキスト化されていなけ
ればならない。そこで、浄土宗総合研究所の電子テキスト化研究班は浄土宗の
基本典籍を電子テキスト化することを目的として平成 21 年度に研究を開始し
た。「現状と展望 I」と題した本論文では、主として、典籍の電子テキスト化
の現状について報告する。仏教関連典籍の電子テキスト化の例と、当研究班の
研究の現状について述べる。
　ある典籍を研究するに当たって、コンピュータ技術を利用する場合、どの様
な研究をするかという研究内容によって、コンピュータシステムに求められる
機能が決まる。そして、その機能が働くのに相応しい、電子テキストのデータ
形式が決まる。このように、電子テキストのデータ形式は、どのような研究を
するかによって決まるはずのものである。
　あるデータ形式の電子テキストが、様々なコンピュータシステムで使える時、
それは汎用性のあるデータ形式を持つ電子テキストである。また、ひとつのコ
ンピュータシステムに手を加えれば様々なデータ形式の電子テキストを使える
ようになるとすれば、それは拡張性の高いコンピュータシステムだと言える。
当研究班が最終的に目指すのは、高い汎用性を持つデータ形式の電子テキスト
を用いた、高い拡張性を持つコンピュータシステムを構築することである。

2　電子テキスト化研究班の研究内容

　上記の最終的な目的のために、まず、当研究班では、実際に電子テキストを
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宗の教義の優位性を明示することができなければ、その宗派に所属する教団構
成員にとっては、人生観・世界観・死生観の根拠であり、日常生活の規範とな
るべき信仰の確立はおぼつかない。こうした意味合いにおいて、いずれの教団
にあっても、自宗の優位性を説く教義は必要不可欠であり、法然の浄土宗教団
と親鸞の浄土真宗教団においても例外ではない 1）。しかし、中等教育の場にお
いて、哲学的・思想的・宗教的に未熟で、かつ、不特定多数の生徒に向けて展
開される倫理の授業という位置を鑑みた場合、それぞれの宗教や宗派の地位は
等しく尊重され、かつ、現在もそれぞれの教団の教義に基づいて信仰生活を送
っている者がいる以上、その地位はよりいっそう慎重かつ厳密に取り扱われな
ければならないのは明白であろう。だからこそ、本稿で紹介したような一連
の教科書の記述は、法然ないし浄土宗教団の立場からは、「学習指導要領」や

「教育基本法」第９条が提示する指針を著しく逸脱したもので、このままでは
到底受け入れがたいものであることを喚起して本稿を擱筆したい 2）。

1 ） 法然と親鸞の思想を巡る根本的相違点については、①「法然上人における倶会一処への
視座―親鸞聖人との対比を通じて―」（『石上善應教授古稀記念論文集・仏教文化の基
調と展開』第 2 巻、平成 13 年 5 月）、②「講演　新しい親鸞聖人研究に向けた一提言」

（『真宗研究会紀要』36、平成 16 年 3 月）、③『講義録・法然上人のみ教え―法然上人と
親鸞聖人―』（浄土宗兵庫教区布教師会、平成 19 年 11 月）などの拙稿で少しく言及し
たことがあるので参照されたい。

2 ） 本論で言及した 10 冊の教科書の記述中、例えば、最澄と空海、親鸞と一遍、栄西と道
元、最澄と日蓮といった特定の関係性を有する祖師をめぐる記述において、法然と親鸞
との関係において指摘されるような、一方が他方を徹底した、あるいは、その教えを深
めたなどとするバランスを欠いた記述はまったく見出すことができない。
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ある。」
⑤　実教出版『倫理』（試案）「親鸞は、法然の専修念仏の教えを継承しつつ

も、独自の道を歩むこととなり、浄土真宗をひらいた。」
⑥　数研出版『改訂版　高等学校倫理』（試案）「法然の教説をうけついだ親

鸞は、専修念仏の教えを独自の視点を通じて捉え直したことによって、後
世の人びとから浄土真宗の開祖とあおがれた。」
⑦　第一学習社『高等学校　改訂版倫理』（試案）「浄土真宗の開祖とされる

親鸞は、師の法然から念仏往生の教えを聞くことによって迷いを脱し、そ
の教えを継承しつつも、独自の道を歩むこととなった。」
⑧　教育出版『新倫理　自己を見つめて』（試案）「法然の弟子親鸞は、師の

教えを継承しつつも、独自の道を歩み、自らの身をいっさい仏にゆだねる
という絶対他力の立場を説いた。」
⑨　清水書院『現代倫理』（試案）「法然の念仏の教えを継承しつつも、独自

の道を歩んで浄土真宗を開いたのが、親鸞である。（中略）その絶望とも
いえる自覚の中で、いっさいの自己のはからいを捨てたとき、阿弥陀仏は
そういう凡夫にこそ慈悲をそそぎ、浄土へと往生させると確信したのであ
る。（中略）親鸞が確信したこの教説を悪人正機という。（中略）法然の教
えとは一線を画し、独自の道を歩んだ彼の立場は、一般に絶対他力の信仰
といわれる。」
⑩　一橋出版『倫理　現在を未来につなげる』（試案）「法然の専修念仏の教

えから出発しつつも、独自の道を歩んだのは、浄土真宗の開祖とされる親
鸞である。親鸞は、ひたすら阿弥陀仏の衆生救済の誓い（本願）を信じ、
それにすべてをまかせる絶対他力の信仰を説いた。」
⑩（注 1）教科書の注が付された記述の削除に伴い削除。
⑩（注 2）（試案）「救済を約束する阿弥陀仏にすべてをまかせる気持ちを
こめたただ一回の念仏によって救われるというのが、法然が到達した確信
であった。法然は生涯を通じてその念仏を継続すべきことを説いたが、親
鸞は信心を得たあとにとなえる念仏を「報恩感謝の念仏」として説いた。」

　なるほど、特に中国仏教における多様な宗派の成立にあたって、経論の分類
方法を説き明かす教相判釈（教判）が掲げられ、自宗の教義こそ他宗に比して
優位性を持っていることが主張されるようになった。もちろん、そのように自
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『四十八巻伝』六（浄土宗聖典 6・63）等の記述によっても明らかである。し
かし、だからといって法然が、周囲の人々に「一日六万遍という容易ならぬ量
の念仏を求めた」事実は見出せない。そればかりか、（注 2）の前半に言及さ
れている「救済を約束する阿弥陀仏にすべてをまかせる気持ちをこめたただ一
回の念仏によって救われる（浄土往生が叶う）」と説いたのが、他ならぬ法然
であることは、次のような一連の法語によって明らかである。

阿弥陀仏は、一念に一度の往生をあておき給える願なれば、念々ごとに往
生の業となるなり。（『つねに仰せられける御詞』昭法全 492、他）
行は一念十念むなしからずと信じて、無間に修すべし、一念猶生まる、い
かに況や多念をや。（『一紙小消息』昭法全 500、他）
信をば一念に生まると信じ、行をば一形にはげむべし。（『つねに仰せられ
ける御詞』昭法全 492、他）

　このように、「救済を約束する阿弥陀仏にすべてをまかせる気持ちをこめた
ただ一回の念仏によって救われる」と説いたのが法然であることは明白であり、
そうした理解の上で法然は、「無間」あるいは「一形」に言及し、念仏の教え
に帰依したその瞬間から命尽きるその時まで、阿弥陀仏との関係を決して絶や
さぬよう、生涯にわたり念仏を相続すべきことを訴えているのである。

2．法然上人と親鸞聖人をめぐる教科書記述への提言

　ここでは、上述した法然と親鸞をめぐる 10 冊の教科書の記述とそこに付さ
れた２つの注について最低限の変更を促していただきたく、以下のような改訂
試案を示すことを通じて提言を施したい。
①　東京書籍『倫理』（試案）「こうした法然の教えを継承しつつも、独自の

道を歩むことになったのが浄土真宗を開いた弟子の親鸞である。」
②　清水書院『新倫理』（試案）「法然が開いた浄土宗の教えを継承しつつも、

独自の道を歩むことになったのが、浄土真宗の開祖、親鸞である。（中略）
法然の立場と一線を画した親鸞の立場は、絶対他力とよばれる。」
③　実教出版『高校倫理』（試案）「親鸞は、法然の専修念仏の教えを継承し

つつも、独自の道を歩むこととなり、浄土真宗の祖となった。」
④　山川出版社『現代の倫理　改訂版』（試案）「法然の教えを継承しつつも、

独自の道を歩むこととなり、浄土真宗の開祖となったのが、弟子の親鸞で



─ 34 ─

法然が到達し得ず、表現し得なかった真意を親鸞が確信し大成したのであって、
親鸞が開いた浄土真宗にこそ、その教えが継承されていると受けとめられかね
ない。教科書の説示を続ける。
⑩　一橋出版『倫理　現在を未来につなげる』「法然の専修念仏の教えから

出発して、しだいにそれをのりこえ、純粋な信仰の立場を確立したのは、
浄土真宗の開祖とされる親鸞である。親鸞は、師法然の教えになお残って
いた自力的な要素（注1）を否定し、ひたすら阿弥陀仏の衆生救済の誓い（本
願）を信じ、それにすべてをまかせる絶対他力の信仰を説いた。すべては
仏の誓いのおのずからなる働きであり（自然法爾）、仏の救いを信じて念
仏をとなえるその瞬間の「信」によって往生が決定する（注2）、と親鸞はい
う。」（平成 17 年１月 20 日刊、40 頁）

　この教科書では、より直接的な表記によって、「法然の専修念仏の教え」を
「のりこえ、純粋な信仰の立場を確立し」、「法然の教えになお残っていた自力
的な要素を否定し」たのが親鸞の教えであると記されている。こうした説示か
らは、「法然の専修念仏の教え」は「のりこえ」られるべき、不純な信仰を内
に含み、「自力的な要素」が残存した教えであると受けとめられてしまうこと
となろう。
　ちなみに⑩の教科書記述中、「法然の教えになお残っていた自力的な要素」
と「仏の救いを信じて念仏をとなえるその瞬間の「信」によって往生が決定す
る」という２箇所に注が付され、それぞれ次のように記されている。

（注�１）　「法然は、口称念仏を往生へみちびく道（手段）として、一日
六万遍という容易ならぬ量の念仏を求めた。」（40 頁）

（注�２）　「救済を約束する阿弥陀仏にすべてをまかせる気持ちをこめたた
だ一回の念仏によって救われるというのが、親鸞がついに到達した確
信であった。信心を得たあとにとなえる念仏は、「報恩感謝の念仏」と
して説かれる。」（40 頁）

　この 2 つの注については、確認の意味を込めて、いささか言及を加えたい。
まず（注 1）についてであるが、こうした記述のままでは、あたかもすべての
浄土願生者に対して法然は、日課六万遍の念仏を要請し、そうしなければ浄土
往生は叶わないと主張されたかのように受けとめられかねない。なるほど法然
自身が六万遍、晩年に至っては七万遍の日課念仏を定め、実践していたことは、
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専修念仏をより深く、内面からとらえたことによって後世の人びとから浄
土真宗の開祖とあおがれた。」（平成 19 年 1 月 10 日刊、70 頁）
⑦　第一学習社『高等学校　改訂版倫理』「浄土真宗の開祖とされる親鸞は、

師の法然から念仏往生の教えを聞くことによって迷いを脱し、その教えを
継承し発展させた。」（平成 19 年 2 月 10 日刊、80 頁）

　これらの教科書にも「法然の教説」や「専修念仏」「念仏往生の教え」を
「より深く、内面からとらえ」、あるいは、「発展させた」のが親鸞の立場であ
り、浄土真宗の教えに他ならないと指摘している。やはりここでも、法然の教
えは、親鸞の教えに比して、浅く、外面からとらえたもので、発展の不充分な
教えであると受けとめられかねない。教科書の説示を続ける。
⑧　教育出版『新倫理　自己を見つめて』「法然の弟子親鸞は師法然の教え

を徹底し、自力の修行を捨て自らの身をいっさい仏にゆだねるという絶対
他力の立場を選びとった。」（平成 19 年１月 20 日刊、96 頁）

　①から⑤の教科書同様、この教科書においても、親鸞が「師法然の教えを徹
底し」たと記述され、続けて「自力の修行を捨て」た「絶対他力の立場」であ
ると記されている。こうした記述からは、法然の教えが、親鸞の教えに比して、
自らの力で悟りを開くことを目指す自力の要素が残存していると受けとめられ
かねない。教科書の説示を続ける。
⑨　清水書院『現代倫理』「法然の念仏の教えをさらに徹底させ、浄土真宗

を開いたのが、親鸞である。（中略）その絶望ともいえる自覚の中で、い
っさいの自己のはからいを捨てたとき、阿弥陀仏はそういう凡夫にこそ慈
悲をそそぎ、浄土へと往生させるという、師法然の教えの真意を悟ったの
である。（中略）法然に芽生え、親鸞が確信したこの教説を悪人正機とい
う。（中略）法然の教えをさらに徹底させた彼の立場は、一般に絶対他力
の信仰といわれる。」（平成 20 年 2 月 15 日刊、76 頁～ 77 頁）

　この教科書では、「法然の念仏の教えをさらに徹底させ」たのが親鸞の教え
であると説示しているだけでなく、その親鸞が「師法然の教えの真意を悟」り、

「法然に芽生え、親鸞が確信した」教説こそ「悪人正機」の思想であり、その
立場こそ「絶対他力の信仰」であると記されている。遠回しな表現になってい
るものの、こうした説示を通読して抱くであろう理解とは、やはり法然の専修
念仏の教えは不徹底なものに留まっており、法然の中に芽生えてはいながらも、
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高等学校公民科「倫理」教科書における法然上人
と親鸞聖人の取り扱いをめぐる一考察

―教科書記述への提言―

林　田　康　順

1．�「倫理」教科書の記述における法然上人と親鸞聖人の関係性を
めぐって

　本稿は、現行 10 冊の高等学校公民科「倫理」教科書中、浄土宗祖・法然上
人と浄土真宗祖・親鸞聖人（以下、祖師の尊称を略す）をめぐる説示において、
いささかの考察を巡らすものである。以下、順次、教科書の説示を見てみたい。
①　東京書籍『倫理』「こうした法然の教えをさらに徹底したのが浄土真宗

を開いた弟子の親鸞である。」（平成 20 年 2 月 10 日刊、84 頁）
②　清水書院『新倫理』「法然が開いた浄土宗の教えをさらに徹底したのが、

浄土真宗の開祖、親鸞である。（中略）法然の説いた他力をさらに徹底し
た親鸞の立場は、絶対他力とよばれる。」（平成 19 年 2 月 15 日刊、82 頁
～ 84 頁）
③　実教出版『高校倫理』「親鸞は、法然の専修念仏の教えをさらに徹底さ

せ、浄土真宗の祖となった。」（平成 20 年 1 月 25 日刊、80 頁）
④　山川出版社『現代の倫理　改訂版』「法然の教えをさらに徹底して、浄

土真宗の開祖となったのが、弟子の親鸞である。」（平成 19 年 3 月 5 日刊、
76 頁）
⑤　実教出版『倫理』「親鸞は、法然の専修念仏の教えをさらに徹底させ、

浄土真宗をひらいた。」（平成 16 年 1 月 25 日刊、57 頁）
　これらの教科書には、共通して「法然の教え」「法然が開いた浄土宗の教え」

「法然の説いた他力」「法然の専修念仏の教え」を「さらに徹底した」のが親鸞
の立場であり、浄土真宗の教えに他ならないと指摘している。すなわち、これ
ら教科書の記述の裏を返せば、法然の教えは、親鸞の教えに比して不徹底な教
えであると受けとめられてしまうこととなろう。教科書の説示を続ける。
⑥　数研出版『改訂版　高等学校倫理』「法然の教説をうけついだ親鸞は、
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会と貴重なご意見とを与えてくださいました藤本淨彦先生・安達俊英先生・
曽和義宏先生・齋藤舜健先生に心より感謝申し上げます。

1 ） 赤沼智善［2：p. 461.8-17］
2 ） 赤沼智善［2：pp. 435-462］；舟橋一哉［1954：pp. 2-23］；雲井昭善［1978］；藤田宏達

［1979］
3 ） この点は有部・正量部の解釈と大きく異なる。平岡聡［1993］［2002：pp. 241-254］; 並川

孝儀［2001］（= ［2011：pp. 175-196］）を参照。
4 ） 上座部では身識相応の受のみが肉体的（kāyika）なものであるとされる。Vis.（p. 461.1-

14）を参照。一方の有部は前五識相応の受が肉体的（kāyika）であるとされる。AKBh.
（pp. 41.7-42.6）を参照。

5 ） 苦倶不善異熟身識および楽倶善異熟身識のこと。水野弘元［1978（=1964）：pp. 155.11-
156.3］および、水野弘元［1978（=1964）：p. 160.1-11］を参照。

6 ） MilT
4

.（p. 26.3-8）は、Mil. の記述が教理と矛盾しているので理解しがたいとも述べている。
7 ） 注意しなければならないが、初期仏教における宿作因論は業果の必然性・絶対性を主張

する説ではない。
8 ） ANA. iii, 61（Vol. II p. 274.11-28）
9 ）業受（kammavedanā）とは、心が善悪業の働きをしている時に倶生している受のこと

であり、「業の異熟による受」という意味ではない。
10）第一説は、業の異熟による受のみならず、心が善・不善・無記の業を遂行している時に

も受があるという意味である。これは受（vedanā）が共一切心心所（有部でいう大地法
にあたる）であるため、心が如何なる状態であっても受が相応して起るという教理に基
づいている。

 　第二説については前節でもみたように、上座部では（８）業の異熟のみならず（１）
胆汁など他の項目についても業が間接的原因になっていると考えており、必ずしも両者
の差異を明確に指摘しているものではない。

11） Vis.（p. 601.15-25）
12） Vis.（pp. 601.26-602.3）;AbhSmhT

4

.（pp. 129.35-130.19）
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 ANA. An4guttaranikāya-Att
44

hakathā（Manorathapūran
4

ī）, PTS.
 DhpA. Dhammapada-Att

44

hakathā, PTS.
 Jā. Jātaka, PTS.
 Mil. Milindapañha, PTS.
 MilT

4

. Milinda-T
4

īkā, PTS.
 MN. Majjhima-Nikāya, PTS.
 MNA. Majjhimanikāya-Att

44

hakathā（Papañcasūdanī）, PTS.
 SN. Sam

4

yutta-Nikāya, PTS.
 SNA. Sam

4

yuttanikāya-Att
44

hakathā（Sāratthappakāsinī）, PTS.
 SNT

4

. Sam
4

yuttanikāya-T
4

īkā（Līnatthappakāsinī）, VRI.
 Ud. Udāna, PTS.
 UdA. Udāna-Att

44

hakathā（Paramatthadīpanī I）, PTS.
 VibhA. Vibhan4ga-Att

44

hakathā（Sammohavinodanī）, PTS.
 Vis. Visuddhimagga, PTS.
 VisT

4

. Visddhimagga-T
4

īkā（Paramatthamañjūsā）, VRI.
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機能（令生・支持・妨害・破壊）のうちに“他業の異熟の勢力を削ぐ業（妨害
業）”や、“他業を異熟しないように破壊してしまう業（破壊業）”があると説
かれることからも確認することが出来る 12）。すなわち、たとえ悪業を犯して
しまっても、より強力な善業を後から積めば、悪業よりもその善業が優先的に
異熟をもたらしたり、悪業の異熟を漸減したり消滅させたりすることが可能で
ある。以上の点が、宿作因論に対する上座部業論の特徴であると考えられる。

4．結論

　上座部資料を通じ、初期仏教から阿毘達磨における仏教の宿作因論批判を考
察した。次の結論が得られる。
　
1. 初期経典および Milindapañha では肉体的苦楽は必ずしも業によって引き

起こされるとは考えられておらず、それこそが仏教の業論と、外道の宿作
因論との違いであると考えられている。

2. ところが上座部教理では、肉体的苦楽や死は必ず業によって引き起こされ
ると理解される。したがって初期経典および Milindapañha にある記述は
教理と齟齬を起こしてしまっているが、註釈文献はこれらの記述が世俗説
であると定義して齟齬を取り除こうとしている。

3. このように上座部教理に従えば肉体的苦楽や死は必ず業によって引き起こ
されるものの、業果の必然性までは主張されておらず、たとえ悪業をつく
ってしまっても、その後の努力や精進といった善業によって、その悪業の
異熟の勢力を弱めたり消し去ってしまったりすることが可能である。この
ように現世における努力や精進を積極的に認める点が、宿作因論に対する
上座部業論の特徴であると言える。

Abbreviations
 AbhSmhT

4

. Abhidhammatthasan4 gaha-Mahāt
4

īkā（Abhidhammatthavibhāvinī）, 
PTS.

 AKBh. P. Pradhan（ed.）, Abhidharmakośabhās
4

ya, Patna, 1967.
 AN. An4guttara-Nikāya, PTS.
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3．業論と宿作因論の差異

　前節 2. までに上座部教理を検討し、肉体的苦楽や死は必ず業の果報によっ
て引き起こされる点を指摘した。けれども、このような上座部の業論は、初期
仏教で否定されていたはずの宿作因論に極めて接近してしまっている 7）。そこ
で本節では、業論と宿作因論との差異がどこにあるのかという問題を考察する。
両論の差異について ANA. iii, 61（Vol. II p. 274.11-28）は次の五説を述べてい
る 8）。
　

　このうち上座部業論の特徴が最も表れているのは第三説・第四説・第五説
の三つである 10）。第三説や第四説によれば “ 現世の努力・精進によって現世
や来世での望ましい果報を得ることが可能である”という点、第五説によれ
ば“善・不善の意思を起こす自由意思が認められている”という点が、宿作因
論に対する上座部業論の特徴であるとされる。この特徴は上座部の教理からも
裏付けられる。上座部では過去に積み上げられてきた業のうち、（１）重大な
業、（２）常習的な業、（３）臨終間際の業、（４）それ以外の業、という順序
で優先的に果報をもたらすと理解している 11）。またさらに、業の持つ四種の

業論 宿作因論
第一説 業受 9）・唯作受・異熟受の三受を

認める。
異熟受のみを認める。

第二説 苦受の原因として次の八種を認め
る。（１）胆汁、（２）痰液、（３）
風、（４）胆汁・痰液・風の和合、

（５）季節の変化、（６）不規則な
養生、（７）突発生、（８）業の異
熟。

（８）業の異熟のみを苦受の原因
として認める。

第三説 順現法受業・順次生受業・順後次
受業という三業を認める。

順後次受業のみを認める。

第四説 順現法受の異熟・順次生受の異
熟・順後次受の異熟という三異熟
を認める。

順後次受の異熟のみを認める。

第五説 善思・不善思・異熟思・唯作思と
いう四思を認める。

異熟思のみを一つ認める
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　2. 2. 上座部教理
　ところが上座部論書を検討すると、苦受の場合と同じく、「たとえ非時死で
あっても間接的に業によって引き起こされている」と理解されている。
　Vis.（pp. 229.12-230.1）：

またこの意趣されたところのこれ（死）は、時死と非時死との二種類であ
る。そのうち、時死は、福徳が尽きるゆえに、あるいは寿が尽きるゆえに、
あるいは両者が尽きるゆえにある。非時死は、業を断絶する業によってあ
る。…中略…。また、ドゥーシー魔やカラーブ王などのように、まさにそ
の刹那にその場から死没させる効力のある業によって相続が断絶された者
たちの〔死〕、あるいは過去の業によって剣で切られるなどの手だてによ
り相続が断絶された者たちの死、これが「非時死」と呼ばれる。

　ドゥーシー魔は、MN. 50 に登場し、仏弟子たちに暴行を加えたために寿命
がその場で断たれてしまったとされる。またカラーブ王は、Jā. 313 に登場し、
菩薩に暴行を加えたためにその場で地面に飲み込まれ地獄に落ちたとされる。
さらにダンマパーラによる註釈 VisT

4

.（VRI：Vol. I p. 272.9-10）では、夜叉ナ
ンダと青年ナンダを非時死の事例として加えている。夜叉ナンダは、Ud. 4, 4
に登場し、サーリプッタに暴行を加えたためにその場で地面に飲み込まれ地獄
に落ちたとされる。青年ナンダは、DhpA. 69 の因縁譚に登場し、ウッパラヴ
ァンナー比丘尼に乱暴を働いたためその場で地獄に落ちたとされる。
　以上の四者は「非時死」の例として挙げられているが、いずれも本来もっと
続くはずの寿が、犯した悪業の力によって断絶され、その場で地獄に堕ちてい
る。従って非時死であっても、業の力によって死ぬと理解されていることが解
る。これは、夜叉ナンダが登場する Ud. に対するダンマパーラの註釈 UdA. か
らも確認できる。
　UdA. 4, 4（p. 246.18-22）：

【問】ところで彼（夜叉ナンダ）は夜叉の状態のまま地獄へ趣いたのか。
【答】趣いていない。実にこの場合には順現法受の悪業があり、それの力
によって夜叉の状態に大いなる苦が起こり、そして順次生受なる無間業に
よって死の直後に地獄に再生したのである。

　すなわち上座部教理では、死は必ず業によって招かれると理解されている。
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2．死没

2. 1. Milindapañha
　続いて死没の原因という視点から仏教の業論の特徴を考察する。Mil.（pp. 
301.8-309.3）では死没する原因を種々に説き、業によって死ぬ場合（時死）も
あれば、業によらず死ぬ場合（非時死）もある、と説かれている。Mil.（p. 
302.6-29）は、時死と非時死の原因を次のように分類している。

　このうち説 2 の八項目は、前節 1. で検討した苦受を受ける八つの原因と全
同である。したがって前節 1. の結論と併せて考えると Mil. における非時死と
は、直接 / 間接的を問わず全く業によらない非業の死であると考えられる。

肉体的受の原因 SN. 36, 21 Mil. 註釈文献
風 × × △
胆汁 × × △
痰液 × × △
風・胆汁・痰液の和合 × × △
季節の変化 × × △
不規則な養生 × × △
突発生 × × △
業の異熟 ○ ○ ○
　○＝業因による、×＝業因によらない、△＝間接的に業因による

説 1 説 2
時　死 寿命を迎えての死 業の異熟による死
非時死 餓えによる死 風から起こる死

渇きによる死 胆汁から起こる死
蛇毒による死 痰液から起こる死
薬物による死 風・胆汁・痰液の和合による死
焼死 季節の変化による死
溺死 不規則な養生による死
殺害による死 突発生なる死
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Mil. における記述と矛盾を起こしている。なぜなら、SN. 36, 21 と Mil. では、
“業の異熟以外にも肉体的な苦楽を引き起こす原因がある”と説かれているが、
上座部教理に基づけば、肉体的な苦楽は必ず過去世で積み上げた業の異熟でな
ければならないからである。この問題を解決するために上座部註釈文献は、次
のように再解釈を施している。
　SNA. 36, 21（Vol. III p. 82.14）：

この経（SN. 36, 21）では世間の慣例というものが語られている。
　SNT

4

. 36, 21（VRI：Vol. II p. 74. 13-15）：
「世間の慣例というものが語られている」とは、“胆汁から”などの呼称が
世間で成立しているからである。もちろん肉体に属する受（vedanā）は、
まさに業により生起するのだが、１）それ（受）にとって現在時の縁であ
るから、以上のこの〔教説〕は世間の慣例としてあるのであり、２）そし
て説かれていることのみを把えて他説（宿作因論）の排除がなされた、と
見られるべきである。

　したがって註釈文献は、SN. 36, 21 では世間の慣例に従って現在直接的に苦
楽の原因となっている縁が説かれているに過ぎず、元を辿れば胆汁など七つ
の原因も業によって引き起こされると解釈している。これと全く同じ傾向が
MilT

4

.（p. 26.32-27.3）においても見られる 6）。
　MilT

4

.（pp. 26.32-27.3）：
この問いにおける長老の〔発言は〕一部分回答になっていない。したがっ
て、考察して、より妥当な〔結論が〕得られるべきである。その場合、つ
ぎが〔その〕考察の有様である。…中略…。したがって長老にとっては、

「まさに業の異熟からこの受が起った」という説がより理に適っていると
把握されるべきである。

　このように“肉体的苦楽は業の異熟以外からも起こる”という聖典の記述を、
註釈文献は“肉体的苦楽は業の異熟からのみ起こる”という教理にあわせて再
解釈している点が確認される。これらの態度を表にまとめれば次のようになる。



─ 24 ─

見られるという。また平岡聡［1993］ ［2002：pp. 241-254］は有部所伝の律典
を検討し、１）初期仏教では否定されていた宿作因論的な考え方が有部では採
用されて過去の業で現世の総てを証明する傾向がある点、２）その背後には業
果の必然性・不可避性を強調していた点を指摘している。このように初期仏教
および有部の理解については研究が進んでいるが、一方で上座部教理の理解に
ついては未だ明らかになっていない。そこで本稿は、上座部論師たちが業論と
宿作因論との間にどのような違いを見出していたかを検討する。

1．苦受

1. 1. 初期経典と Milindapañha 
　まず、苦受の原因という視点から仏教における業論の特徴を考察する。SN. 
36, 21（Vol. IV pp. 230.9-231.2）では、「この世で感受する苦楽のすべては業の
異熟による」と主張する宿作因論に対し仏陀は、「感受は必ずしも業の異熟に
よるものだけではなく、１）胆汁、２）痰液、３）風、４）胆汁・痰液・風の
和合、５）季節の変化、６）不規則な養生、７）突発生という七つの原因によ
っても起こる」と説いている。
　この初期経典の理解は Mil. においても確認される。Mil.（pp. 134.29-135.10）
では「ブッダが入滅の間際に受けた肉体的苦痛は悪業の果報なのか」というミ
リンダ王の問いに対して、長老ナーガセーナは SN. 36, 21 を引用しつつ、業に
よってのみ苦受が起こるという理解は間違っており、胆汁など他の原因によっ
ても起こると説いている 3）。

1. 2. 上座部教理
　ところが、時代が下るとともに事情が異なってくる。上座部教理では、苦・
楽を精神的なものと肉体的なものとの二種類に細分化したうち、肉体的 4）な
苦・楽は必ず業報によって生起すると解釈される。この事実は、ありとあらゆ
る心の状態を八十九種に分類するうち、肉体的苦受と相応した心と、および肉
体的楽受と相応した心とは 5）、いずれも異熟心（過去の業の異熟として起こっ
た心）に分類される点からも明らかである。
　しかしながら、このような上座部教理は、先に検討した SN. 36, 21 および
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パーリ上座部における宿作因論批判
―初期仏教から阿毘達磨教理へ―

清　水　俊　史

０．問題の所在

　我々が現世で受ける境遇や苦楽のすべては、前世で造った業の果報なのか。
非業の死はあるのか。このような疑問は古代インドにおいて大きな関心を集め
ていたらしく、現世で受ける苦・楽・不苦不楽の原因をめぐり AN. iii, 61 では
次の三つの邪説が紹介されている。
　①宿作因論：苦・楽・不苦不楽は、すべて前世に造った業を原因とする。
　②無因論　： 苦・楽・不苦不楽は原因なく感受する（業因業果の理を認めない）。
　③尊祐論　：主宰神や造物主によって苦・楽・不苦不楽が与えられる。
　このうち①宿作因論はジャイナ教の、②無因論はマッカリ・ゴーサーラなど
外道の、③尊祐論はバラモン教の説であったとされる。このうち②無因論と③
尊祐論の両説は仏教の立場と著しく相違している。なぜなら仏教では業因業果
の理を認め、主宰神（Skt：Īśvara, Pāli：Issara）や造物主（Skt：Prajāpati, 
Pāli：Pajāpati）の存在を認めないからである。ところが仏教も輪廻業報思想
を受け容れているために、①宿作因論と仏教における業論との違いが必ずしも
明瞭ではない 1）。そこで仏教における業論が、どのように宿作因論と異なるか
について、初期仏教を中心に多くの研究がなされてきた 2）。藤田宏達［1979］
は、次の二点を初期仏教における業論の特徴として挙げている。

（１）　現在の業因が未来の業果をもたらすという点で、人間の自由意思が認め
られ、それにもとづいて努力精進するところに大きな道徳的意義を認め
ている。

（２）　宿作因論では現世における事情が過去世の業によって決定されると説く
が、仏教の業論では現世で受ける境遇や苦楽すべてが過去世の業を原因
とするわけではない。

　藤田宏達［1979：p. 122.8-11］によれば、上記の理解は有部論書においても
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　ヘルバルト教育学を日本に多く紹介した能勢は、徳育論争やその後も一貫し
て宗教による道徳教育を否定していたが、皮肉にも衝突論争後に「新しい」宗
教教育を紹介する先駆者となったのである。
　教育勅語の登場と衝突論争により、宗教そのものを道徳教育に利用しようと
いう主張が減ったのは明らかである。その一方で、衝突論争後は、欧米の教育
理論において宗教の道徳的機能を援用する議論があることが示されていったの
である。
　ここでは、衝突論争において宗教が教育から排除されたというこれまでの研
究で言及されてきた以外の一面を『雑誌』を参照することによってみることが
できた。もちろん、衝突論争以前と以後では当時の社会がどのように「宗教」
をみているかを注意しなければならない 6）。今後は、他の教育系雑誌でもこの
変遷は同様であったのか、またその流れがどのように明治三〇年代以降に継続
されていったのかを検討していきたい。

1 ） 上沼八郎「『大日本教育界雑誌』解説―大日本教育界の活動と機関雑誌―」『帝国教育』
復刻版刊行委員会編『帝国教育「総目次・解説」』上、雄松堂出版、一九八九年。

2 ） この当時、全国展開していた主要教育雑誌として他には『教育時論』『教育報知』など
がある。

3 ） 福沢諭吉『徳育余論』[ 一八八二年 ] 国民精神文化研究所『教育勅語渙発関係資料集』龍
吟社、一九三〇年、一九頁。

4 ） 海後宗臣『海後宗臣著作集　第十巻　教育勅語成立史研究』東京書籍、一九八一年、
五六二頁。

5 ） 原聰介他『近代教育思想を読みなおす』新曜社、一九九九年、一〇二頁。
6 ） 前者の時期は、宗教は国家・科学と「対立」するという宗教観、後者は、宗教は「道徳

の規範」であるという宗教観があり、磯前順一が論じるような宗教言説の変遷とおお
よその合致をみることができる（磯前順一『近代日本の宗教言説とその系譜』岩波書店、
二〇〇三年）。
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う語句を使わないが、畏敬の念から宗教を求めることを「宗教的要求（宗教的
興味）」などという表現を使って教育学理論の重要な語句として扱っている。
　『雑誌』上にも明治二八年に「宗教的興味の意義」という記事が掲載されて
いる。読者の質問に識者が答える「応問」という項目での記事だが、ここでは、
文部書記官などを歴任した能勢栄が答えている。質問は「ヘルバルト派教育家
の称道する宗教的興味とは、果して某文学士の評せるが如く、耶蘇教主義を意
味するものか」というものであり、それに対し能勢は「然らず」とし、「宗教
的興味」の指すものは特定の宗教に関するものではなく、「天命と不可解なも
のに対して畏れ慎む心と、此の現世の実在の有り様を高尚優美なる理想上の有
り様に進めんとする希望心とを斥したるものなり」と説明する。そして、宗教
的興味は原語の religiöses interesse を直訳しただけのもので、本来は「天命
的」や「敬虔的」と訳した方が妥当であると述べている。
　ヘルバルト教育学以外にも、中島力造による「良心に対する諸説」では、道
徳的行為を可能たらしめる良心がどのようにして人間に備わるかを欧米の哲学
者の論を引きながら検討している。そこでは、良心は智情意の三方向において
生来人間に備わっている能力が、宗教の倫理や国家の法律を遵守するなどの経
験によって良心へと発達すると論じる。つまり、倫理学の学説に照らし合わせ
ながら、宗教の道徳的価値を説明しているのである。

おわりに

　最後に、これまで述べてきたことを整理することによってまとめにかえたい。
　教育勅語登場以前では、宗教を用いる教育は、庶民の近代化の手段として語
られている。それと同時に、宗教を近代化するための手段としても図られ、教
育という実践の場において宗教が自然淘汰されていくと論じられた。この時期
は、道徳教育の国家指針が定まらず、また諸分野において近代化の必要性が説
かれ、宗教もその一分野とされた。
　一方で、教育勅語という当時において最も有力な道徳教育基準が設定され、
さらに井上哲次郎などによる強烈なキリスト教排撃論が起こった後は、上記の
ような宗教教育論はみられなくなる。ただし、直接的な宗教教育論ではなく、
欧米の教育学・心理学・倫理学などに登場する宗教の扱い方についていくつか
の論考がみられた。特にヘルバルト教育学と関連した論考が多かったといえる。
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　なお、徳育論争は明治二三年一〇月三〇日の教育勅語の登場において終結し
たとされている 4）。終結に伴い、『雑誌』上でも教育勅語を離れた道徳教育論
はみられなくなる。

４　「教育と宗教の衝突」論争後の宗教教育論

　明治二六年初頭に井上哲次郎が「教育と宗教の衝突」と題した論文を発表し
た。論文では「教育勅語」の遵守をキリスト教関係者らに迫りつつキリスト
教を排撃したが、それに対して主にキリスト教徒からの反駁が相次いだ。明
治二六年前後におこったこの論争がいわゆる「教育と宗教の衝突論争」である
が、この期間における『雑誌』上の宗教教育論は、それ以前に比べると数少な
く、わずかばかりの論考も教育勅語と道徳教育に関するものである。
　一方で論争が終結する頃、『雑誌』上では新たな宗教教育論の兆候をみるこ
とができる。それらは、直接宗教教育を説いたものではないが、欧米における
先進の教育学・心理学を紹介しながら、そのなかの宗教の扱い方や、教育的効
果について論じているものと言える。特に目立つのが、ヘルバルト学派による
ヘルバルト教育学の紹介である。
　ヘルバルト教育とは、ドイツの教育学者ヨハン・フリードリヒ・ヘルバルト

（一七七六－一八四一）が提唱した教育理論であり、特徴として①教育学をそ
の目的に関わる倫理学と、その手段に関わる心理学の両者によって支えられた
学問として提示、②道徳性概念を教育目的の頂点におき、意志の陶冶を軸とし
た普遍的教育学を構想、③成長発達を感覚訓練による経験の内面化ととらえそ
れを心理学によって説明、④倫理学と心理学を統合し、かつ教育学を全体とし
て基礎づけるものとして、美学を掲げている点が挙げられる 5）。
　明治二〇年代の日本では、ヘルバルト教育学について、特に徳性の涵養を教
育の目的とするという目的論が注目された。ヘルバルトが教育目的として示し
た五つの近代的理念（内面的自由・完全・好意・正義・公平）の儒教主義的解
釈や、教育勅語の徳目への還元的解釈などが試みられるなど、ヘルバルト教育
学理念の受容について多く議論があり、論争まで至った。
　このように明治二〇年代に翻訳され導入される教育理論は、ヘルバルト学派
の影響が強いものが多いが、宗教教育論もその影響を大きく受けることとなる。
たとえば、ヘルバルトが著わした『一般教育学』では、直接「宗教教育」とい



─ 19 ─

ってきたのは従来宗教（仏教）であったのだから、継続して宗教を道徳教育に
用いるべきであると論じるものである。教授者は僧侶であり、たとえ道徳を教
えることにふさわしくない僧侶がいるとしても悪質な僧侶を自浄する作用が教
育にはあるとしている 3）。
　このような社会進化論を適用して宗教を教育に用いようとする福沢の主張を
踏襲・発展させたのが東京大学の初代総理であった加藤弘之である。加藤は明
治二〇年に『雑誌』に「徳育に付ての一案」として掲載し、宗教を道徳教育に
用いる主張を展開していく。加藤は、現在の日本に根付いている宗教によって
道徳教育を行うことを主張するが、日本に根付いている宗教（仏教、神道、儒
教）だけではなく、キリスト教も教育に用いるべき宗教の中に組み込むべきと
主張する。これは当時、日本よりも近代的と考えられていた西洋諸国の道徳教
育を模範にしていたがゆえに、その西洋諸国の道徳教育の基盤であるキリスト
教は近代性を有している宗教として加藤が捉えているからである。
　さらに加藤は、なぜ宗教を道徳教育に用いるかという理由について、「愛他
心」を得ることができるからとする。つまり、自分のためだけでなく、他者や
社会のために行動する感情を得るには、宗教が必要であると展開していくので
ある。また加藤は、教授者に僧侶や神官、儒学者、宣教師などの各宗教の宗教
者を想定していた。そして、教授者の養成や教授者に対する給与などの一切は
各宗教団体に負担させるべきと論じた。
　この加藤の案に対して多くの対案が提示され、『雑誌』上だけでもかなりの
数があがる。徳育論争の中心人物となった杉浦重剛、菊池熊太郎は徳育の中心
に「理学」、能勢栄は「常識」を据え、いずれも宗教による道徳教育を否定し
ている。また加藤の議論以前に、矢島錦造が修養としての「信仰」を重視して
いる点は興味深いといえよう。
　一方で、加藤の論と異なる方法で宗教を道徳教育の中心として論じているの
は、キリスト教徒で函館師範学校長などを務めた村岡素一郎である。村岡は、
キリスト教が神道・仏教・儒教と比較して最も徳育の中心として相応しいとす
る。しかし、学校で宗教を教えることは難しいので、①教師がキリスト教徒と
なって児童生徒に感化させる、②「安息日学校」を開設させて学科外でキリス
ト教を教える、の２つの方法によってキリスト教を小中学校で教えるべきと主
張した。
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３　徳育論争でみられる宗教教育論

　明治一〇年代後半から、道徳をどのように教育するのが良いのか、国民道徳
の指針を何にするべきか、ということを主題に起こった議論が徳育論争である。
徳育論争では、思想家や哲学者、そして現場の教員などから多彩な意見が提出
され、公の場で議論されることになる。
　表には出て来ないが、道徳教育に宗教を用いるべきかということについては
明治一〇年代から議論になっていた。福沢諭吉が明治一五年に著わした『徳育
余論』などはその一例である。その内容は、「下流の人民」の道徳の基盤とな

和暦 月 日 号数 カテゴリー 執筆者名 論題名
23 10 15 101 論説 小林小太郎訳 倫理及宗教を論す
24 3 25 104 論説 武居保 徳育
24 10 15 110 論説 井上哲次郎 勅語の衍義儀に就て
25 8 30 119 学術 能勢栄 修身科教授の順序
26 2 25 125 論説 井上哲次郎 教育と宗教の衝突
26 3 25 126 論説 井上哲次郎 教育と宗教の衝突
26 4 27 127 論説 井上哲次郎 教育と宗教の衝突
26 5 25 128 興論一班 　 小学道徳の害物を論す
26 6 25 129 論説 沢柳政太郎 勅語と道徳教育との関係
26 6 25 129 興論一班 　 小学道徳の害物を論す
26 10 10 133 学術 　 ロック氏の教育に関する思想

（156 号までに全 12 回連載）
26 11 25 136 論説 井上哲二郎 学術と迷信
27 6 10 149 論説 今村有麟 国民教育の精神此こ在る乎
27 10 15 156 論説 能勢栄　 教育学研究の順序
28 2 1 162 彙報 　 教育勅語の読方
28 4 1 164 論説 谷本富 フリードリッヒ、バウルゼンの

教育論弁に短評
28 5 1 165 内外新刊

教育書
　 小学校に於るヘルバルト教育学

の価値
28 5 1 165 応問 能勢栄 宗教的興味の意義
28 6 1 166 応問 能勢栄 教育に関する勅語とヘルバルト

派教育家の昌道する五箇の道念
28 10 1 170 応問 元良勇次郎 ヴンドとヘルバルトの心理説
29 3 1 175 学術 中島力造 良心に対する諸説
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などの「官報」である 1）。
　このように全国的規模で展開し、論説者も先述した辻の他、西村貞、伊沢修
二、能勢栄など当時の教育界を代表する錚々たる顔ぶれをそろえ、さらには毎
号七十頁近い紙面を提供することから、当時の教育雑誌のなかでは『教育時
論』、『教育報知』と並んで主流に位置していたといえる 2）。

２　宗教教育に関する記事

　左表は、明治二〇年代の『雑誌』内に掲載された宗教教育に関する記事であ
る。太字は、次節から主に検討する記事になる。

和暦 月 日 号数 カテゴリー 執筆者名 論題名
20 1 15 47 論説 田中登作 徳育の方法
20 8 13 61 論説 矢島錦造 信仰の教育
20 10 15 65 論説 矢島錦造 信仰の教育
20 11 30 68 論説 加藤弘之 徳育に付ての一案
20 11 30 68 論説 杉浦重剛 徳育の前述
20 12 26 70 論説 菊池熊太郎 加藤君の道徳教育方法案を読む
21 2 1 72 論説 能勢栄 徳育の方便
21 2 1 72 論説 菊池熊太郎 理学宗
21 3 1 73 論説 菊池熊太郎 理学宗
21 4 1 74 論説 菊池熊太郎 理学宗
21 4 1 74 論説 大熊氏廣 宗教と美術の関係
21 6 1 76 論説 能勢栄 道徳の標準
21 7 1 77 論説 能勢栄 道徳の標準
21 8 9 78 論説 村岡素一郎 真正の宗教に基かざる道徳は特

むに足らず
22 2 10 83 論説 あーさー・め

ー・なっぷ述、
高橋昌口訳

宗教の実用如何

22 2 10 83 論説 　 宗教に数種あるの利益
22 4 10 85 論説 元田直 日本道徳の一斑
22 5 10 86 論説 神作広吉 理学宗に対する疑問
22 5 10 86 論説 菊池熊太郎 理学宗の説明
22 7 10 88 論説 元良勇次郎 愛国の心理
23 9 15 100 論説 小林小太郎訳 倫理及宗教を論す
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明治二〇年代の教育雑誌にみる宗教教育論

齋　藤　知　明

はじめに

　本稿は、明治二〇年代においてどのような宗教教育論が論じられていたのか
を、明治期の教育雑誌『大日本教育会雑誌』を対象に検討するものである。な
ぜこのような作業をするかというと、先行する研究では衝突論争においていか
に井上哲次郎が宗教者・教団側を「屈服」させていったのか、あるいは宗教
者・教団側が「従順」していったのか、といった「国家－宗教」という対立軸
に焦点が当てられ、この時期における宗教を教育に用いる議論そのものに対す
る検討がされていないからである。今回は、教育勅語の登場と「教育と宗教の
衝突論争」を分岐点として、どのように宗教を教育に用いる議論の内容が変化
していったのかを考察する。

１　『大日本教育会雑誌』

　まずは、今回対象とする『大日本教育会雑誌』（以下『雑誌』）について紹介
する。『雑誌』は「大日本教育会」の月刊の機関誌として明治一六（一八八三）
年の年末に創刊された（創刊当初は月二回刊行）｡ 大日本教育会は、東京府内
の有志教員たちがたびたび変更する教育関連法規の勉強や、教育問題に関する
議論をおこなう「東京教育協会」が原型であり、明治二九年に「帝国教育会」
に改称している。大日本教育会の初代会長には、当時の文部省大書記である辻
新次を据えるなど発足時から半官半民の性格を有していた。発足当時の会員は
八百名を超え、明治二〇年のピーク時で四、六五九名を数えるなど、当時の日
本で最も大きく、かつ全国展開した初めての教育研究団体であった。
　『雑誌』は、数本の論考を収録した ｢論説｣ 欄と日本国内と海外の教育状況
を伝える ｢彙報｣ 欄で構成される｡ 創刊当初は ｢本会録事｣ 欄や ｢本会報告｣
欄があったが、明治一九年あたりから ｢報告｣ 欄に、さらに明治二五年あたり
から ｢雑録｣ 欄に吸収されていった。このほか中心となるのは文部省令や訓令
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3 ）長さの単位。約９インチ。
4 ）“āks

4

epin” という語に対して、“Bohtlingk und Roth, Sanskrit Worterbuch” 
はこの箇所を典拠にして「関わるもの」という訳語を与えており、他の復註
は「捨て去る」とか「超越する」という意味にとっているが、Viv. が「満
たす」と解説しているのに従って訳出した。

5 ）“prakāśāvaran
4

a” の複合語分解に関する説明である。
6 ）「識別知に至る知の輝き」に関しては、ヨーガ八階梯の解説に入る直前の、

Viv.2-28 で言及されているので、ここに、その一部を示しておく。
 　それら（八階梯）の実践に基づいて、五種の不浄なる誤った認識（無明

“avidyā”、我執 “asmitā”、貪欲 “rāga”、憎悪 “dveśa”、生存欲 “abhinives
4

a”）
が消滅する。それらが消滅した時、完全な知の光が現れる。達成手段の実践
が進むにつれて、不浄なるものは減少してゆくである。また、マヌ法典（６
-72）には、「止息によって罪垢を、凝念によって罪科を、制感によって感覚
器官にたいする執着を、静慮によって、弱々しい徳を焼け。」とある。

 　そして、消滅が進むにつれて、つまり、消滅の度合いが大きくなるに従っ
て、冬の終わりの太陽のように、知の輝きが増大する。そしてそれはどんど
ん増してゆき、どこで終わるのかといえば、識別知に至るまでである。つま
り、グナとプルシャの本性を識別するに至るという意味であり、サットヴァ
とプルシャの相違に関する究極的・正確な知識を得るということである。

7 ）Y.S.1-34 の記述。
8 ）Viv. はこのように解説しているが、Bh. では “madukararājam

4

” となって
おり、ヴェーディックで記されていない。

9 ）以下に、３つの不十分な感官制御の例が示されたのちに、ヨーガ行者が行
うべき最高の感官制御が説明されている。

10）Bh.3-18 にもその言が認められる。また、“Mahābhārata” や “Harivan4 śa” 
などにおいてもヨーガ行者として扱われている。

（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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しないことが感官支配であるという意味である。正にそのことが、次のように
説明される。
　「自らの意志で、音などと正しく、即ち聖典で認められているように結びつ
くことである。」と、つまり、「矛盾しないものがたとえ望んだものであっても、
それに関わる場合とそうしない場合がある」と、他の人々は考えるのである。
　「貪りや怒りの気持ちがない場合の、楽も苦もない、つまり、取捨のない音
などの認識が感官支配である。」とある人々は言う。（自らの意志で音などと正
しく結びつくことという）真ん中の主張では、貪りや怒りの気持ちの存在がま
ったく排除されていない。この点が違いである。
　自説が述べられる。「一所に集中することによって、つまり、心が一所に集
中することに基づいて、感覚器官が音などをまったく認識しないことである。」
とジャイギーシャブヤ 10）は考える。これこそが、これまでに述べられたすべ
てのうちで最高の感覚器官の支配である。心が抑制されている感覚器官は、そ
れ以上に感覚器官を抑制するような、つまり、これまで述べられた感官支配に
関する他の手段を支配のために必要としない。つまりこの時、努力してなされ
る更なる他の手段を、ヨーガ行者達は必要としない。［Viv.2-55］
　以上、「敬礼さるべき聖ゴーヴィンダ尊者様の弟子であり、最高の苦行者で
あり、遊行者である師聖シャンカラ尊者作、聖パタンジャリ作ヨーガスートラ
に対する註釈の解明（bhās

4

ya-vivaran
4

a）第二章　実修品。」

1 ） こ れ 以 降、 止 息（prān
4

āyāma） に 関 す る 解 説 は “Rājamārt
4

and
4 4

a” な ど
Bh. 以外の註あるいは、“Tattvavaiśāradhī” や “Yogavārttika” など Viv. 以外
の Bh. に対する復註の間で、記述内容にかなりの差異が認められるので、そ
れらに関する詳細な検討が必要である。また、Viv. の作者を推定する場合
に、止息に関する “Bhagavadgītā” や “Brahumasūtra śan

4

kara bhās
4

ya” など
の記述内容を比較検討することが非常に重要であると思われる。しかしなが
ら、いずれの作業も多くの字数を必要とするので、本稿では最小限の記述に
とどめる。

2 ）Bh. や他の復註は、息を吐いた後で流れがないものを「外的なもの」とし、
その逆を「内的なもの」としているのに対し、Viv. のみが、息を吸った後で
流れがないものを「外的なもの」とし、その逆を「内的なもの」としている。
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〈p.231 l.15〉　
　さて、制感とはいかなるものか。制感の特徴を説明しようとするものが質問
する形式で始めている。感覚器官をそれぞれの対象から引き離すことだけが、
他のものたちにとっての制感である。ここでは更なる特徴が述べられる。
　感覚器官がそれぞれの対象に結びつかない時、心の本性をそのまま写したも
ののようになることが、制感である。つまり、それぞれのとは、音などのそれ
ぞれの（感官の）対象に、聴覚などの感覚器官が結び付かない時に、禅定に
入った者は、対象にとらわれる過失を知って、それぞれの対象から離れており、

（自らの）心の本性をそのまま写したもののようになる。つまり、ヨーガ行者
（の身体）がその（抑制された）心と同じようになることが、心の本性をその
まま写したもののようにと言われたのである。
　以上のことは次のように言われる。心が抑制された時、心と同様に抑制
されたもの（つまり、感覚器官）は、抑制のための手段をそれ以上必要と
しない。心の抑制に基づいてのみ、それらは抑制されるのである。例えば
“madhukararājānam”、これはヴェーディックであり、女王蜂がという意味で
ある８）。女王蜂が飛び上がると、その後を追って蜜蜂が飛び上がり、降下する
とその後を追って降下するのと同様に、正に、感覚器官は心が抑制された時に
抑制される。以上が制感である。［Viv.2-54］

〈p.231 l.11〉
　それによって、感覚器官の完全な制御。［Y.S.2-55］
以上、『聖パタンジャリ作ヨーガスートラ第二章実修品』

〈p.231 l.26〉
　それによって、つまり制感の完成によって、感覚器官の完全な制御がある。
以上という語は、完結をあらわす。制御の中でも、制感の完成に基づく完全な
制御が獲得されることが説明される。９）

　「音などに執着しないことが、感覚器官の制御であり、何度も（対象から）
離れること、あるいは、（対象に）結びつかないことである。」とある人々は言
う。執着（vyasana）という語を、結びつくことが、執着であると説明したの
である。なぜならば、行者である彼を、近くにあるはずの素晴らしいものから
引き離す、つまり、そらすことが執着だからである。
　「あるいは、矛盾しない認識」とは、あるいは、矛盾している音などを認識
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あるいは、それらの働く（空気）が段階的に順を追って、両方に入り込んだ後
に、流れがなくなるのが第四の止息である。これが、第三と第四の違いである。

［Viv.2-51］
〈p.230 l.2〉
　それによって、輝きを覆っているものが滅せられる。［Y.S.2-52］

〈p.230 l.17〉
　それによって、輝きを覆っているものが滅せられる。それによって輝きが覆
われているそのものが、輝きを覆っているカルマである５）。止息を修習してい
るヨーガ行者には、それによって識別知が覆われている、つまり、識別知を覆
っているカルマがある。また、そのことは、他の聖典では、次のように説かれ
ている。「大いなる迷妄をもたらす魔術の網によって、輝きを本質とするサッ
トヴァが覆われると、それは正にしてはならないことに結びつく。」と。つま
り、誤った認識をもたらす巨大な魔術の網によって覆われているサットヴァは、
覆っているカルマによって、あらゆるしてはならないことに結び付けられるの
である。その輝きの覆いであり、輪廻に縛り付けるカルマは、止息の修習に基
づいて力が弱まる。そして、弱くなるだけでなく、次第になくなる。６）

　また、次のように言われる。「止息よりすぐれた苦行はない。それ、つまり
止息によって、ラジャスとタマスによって作られる汚れは浄化され、知識は輝
くものとなる。」と。［Viv.2-52］

〈p.230 l.12〉
　そして、マナスは凝念にふさわしいものとなる。［Y.S.2-53］

〈p.230 l.26〉
　更に、止息の修習に基づいて、他のことが起こる。そして、マナスは止息に
基づいてこれから述べられる凝念にふさわしいものとなる。なぜならば、「あ
るいは、息を吐いたり、止めたりすることによって」７）と述べられているから
である。正に、（吐いたり止めたりする）両者に基づいてマナスが安定すると
いうことが、述べられたのである。［Viv.2-53］

〈p.231 l.4〉
　感覚器官がそれぞれの対象に結びつかない時、心の本性をそのまま写したも
ののようになることが、制感である。［Y.S.2-54］



─ 11 ─

止している空気に、ある回数の吐気を行った後、突然第二の上昇が認められ、
（その）止息は、中であると説明された。同様に第三がある。つまり、ある回
数の呼吸の後、第三の上昇が認められる。そして、その第三の上昇は激しいと
言われた。
　まさに、それは、場所・時間・回数によって規定され、長い時間かけて段階
的に修習される。また同様に、聖仙たちも、何年にもわたって（止息を）行じ
るということが聖典に述べられている。故に、長いのである。同様に、空気の
流れが長くまたわずかになるから、極めて細いのである。［Viv.2-50］

〈p.229 l.2〉
　外的なものや内的なものの対象に入り込む４）のが、第四。［Y.S.2-51］

〈p.229 l.11〉
　外的なものや内的なものの対象に入り込むのが、第四。外的なものの対象は、
足の親指などである。外的なものとは、正に吸い込まれつつある空気が、体内
の空間を満たす、つまり、入り込むのである。内的なものの対象は、地面など
である。また、外に吐き出されつつあるそれ（つまり空気）が、場所・時間・
回数によって規定されて地面などを満たす、つまり、入り込むのである。これ

（つまり空気）が、外的なものや内的なものの対象に入り込むのが、第四の止
息である。
　場所・時間・回数によって規定された外的なものを対象とする（空気）が、
入り込む、つまり、満ちるのである。同様に、場所・時間・回数によって規定
された内的なものを対象とする（空気）が、入り込む、つまり、満ちるのであ
る。いずれの場合も、長く、極めて細い。つまり、外的なものを対象とする場
合、内的なものを対象とする場合のいずれも、長くて極めて細くなるのである。
　更に、次のように説かれる。それに続いて、つまり、両方の対象に入り込ん
だ後に、段階的に、つまり、両方に働く空気が段階的に順を追って、外的なプ
ラーナの働きと、内的なアパーナの働きの両方の流れがなくなったものが第四
である。
　第三と第四とがよく似ており、違いがないのではないかという疑問を想定し
て次のように説いている。第三は、その対象を想定せず、流れはたちどころに
なくなり、場所・時間・回数によって規定され、長く極めて細い。一方第四は、
息がなくなるほどに吸気と吐気との両方の対象を限定していくことによって、
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〈p.227 l.12〉
　外的、内的、抑止的の三種類があり、場所、時間、回数によって規定され、
長く、極めて細い。［Y.S.2-50］

〈p.227 l.27〉
　そしてそれには三種、つまり、外的、内的、抑止的の三種類があり、場所、
時間、回数によって規定され、長く、極めて細い。つまり、外的なものと、内
的なものと、抑止的なものである。それらのうち、息を吸った後で流れがない
場合、それが外的なものである２）。つまり、外部の空気を体内に取り入れた後
に起こるものが、外的なものである。ある者は、外的なものをプーラカと名付
けている。

〈p.228 l.11〉
　それらのうち、息を吐いた後で流れがない場合、それが内的なものである。
つまり、内部の空気を体外に吐きだした後に起こるものが、内的なものである。

（ある者は、）それをレーチャカと名付けている。
　一方、三番目の抑止的なものは、それら両者がないもの、つまり、吸うこと
も吐くこともないものであり、それは、瞬間的に起こる。例えば、水が熱せら
れた石の上に注がれると完全に蒸発するように、瞬間的にプラーナなどの働き
がなくなってしまうということを、二種類の流れが同時になくなることである
と、述べられたのである。
　また、これらの三つは場所によって規定される。つまり、これだけの範囲の
場所という意味である。例えば、外的なものである体内に吸い込まれた（空
気）は、鼻先から足の親指までの範囲を満たす。同様に、内的なものである吐
き出される空気は、足の親指から鼻先までの範囲を満たす。抑止的なものは、
頭頂から足の裏までを満たす。あるいはまた、体外でも、ヴィタスティ３）など
によって測られる空間を満たす。
　時間によって規定される。すなわち、時間をこれだけと決めることによって

（規定された）、つまり、これだけの時間を止息によってすごしたという意味で
ある。
　同様に、数によって規定される。つまり、ある回数の呼吸を行うことによっ
て最初の上昇が認められる。例えば、抑え込まれて震えている空気が、突然頭
頂に昇って停止するものが最初の上昇である。それは弱い。更に、上昇して停
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Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（２章 -48 ～２章 -55）

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.227 l.2 ＝テキスト 227 ページの２行目を示す〉
それに基づいて、両極に苛まれなくなる。［Y.S.2-48］

〈p.227 l.18〉
　それに基づいて、両極に苛まれなくなる。それに基づいて、即ち、坐法の確
立に基づいて、以下のことが確認される。即ち、寒さ・暑さといった両極に苛
まれなくなる。［Viv.2-48］

〈p.227 l.6〉
　それがなされている時、吸気と吐気の流れを断つのが、止息である。 

［Y.S.2-49］
〈p.227 l.20〉
　更に、止息などを行じることができるようになる。どのようにかというと、
それがなされている時、吸気と吐気の流れを断つのが、止息である。坐法が確
立している時、外部の空気を吸うことが吸気である。水はつながっていて切れ
ることがないから、管によって吸い上げられるのと同様に、アーパナ風に関係
する外部の空気も、つながっていて切れることがないから、二つの鼻孔の管に
よって吸い込まれる。そのように吸い込むことが吸気である。同様に、腹中の
空気を吐き出す、つまり、プラーナの働きに関係する腹中の空気を外に出すこ
とが吐気である。その両者の流れを断つことを説明して、両者をなくすことが
止息であるといわれた。１）［Viv.2-49］
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6 ） ［藤田 2007］附章 p.147。［広川 1981］では、P4506A 無量寿経巻下・P4506B 金光明
経巻第二としているが、東洋文庫に現存するマイクロでは、4506 金光明経巻第二・
4506bis 無量寿経巻下となっている。

7 ） 小川貫弌「西域出土の六朝写経」（龍谷大学論集 356、1957）
8 ） 附章 p.149
9 ） 『敦煌遺書総目索引』（中華書局、1983、p.325）
10） p.87
11） p.546
12） 落合俊典「李盛鐸と敦煌秘笈」（印仏研 52―2、2004）
13） 『敦煌秘笈』目録冊冒頭。吉川氏は高田時雄「李滂と白堅―李盛鐸舊藏敦煌寫本日本流

入の背景」（『敦煌写本研究年報』創刊号、2007）に依っている。
14） 「敦煌遺書散録　李木齋𦾔藏燉煌名跡目録」に符合すると考えられるものには、原題名

のあとにその番号が記されている。
15） 『敦煌秘笈』目録冊 pp.217―218、影片冊八 pp.169―177。目録の情報は次の通り。①番号

605/ 題名 : 佛説無量壽經巻上　②原番号 605/ 原題名：無量壽佛經斷簡十三紙半　③首
題：欠　④尾題：欠　⑤用紙：縦 26.1 ×横 480.4㎝ / 簾条数 5（㎝当り）/ 一紙長：縦
26.1 ×横 36.6㎝ / 紙数 14/ 紙質：麻紙 / 色 : 黄橡 / 染：有　⑥一紙行数：22/ 字詰め：
17/ 界高：界線ナシ / 罫巾：罫線不明　⑦巻軸・巻軸長・径：記載なし　⑧字体：楷書　
⑨体裁 : 巻子本　⑩同定大正 No.：360・第 12 巻・268 頁・中欄・22 行―272 頁・上欄・
25 行　⑪記事：1. 経文異同　写本第 4 行目「設我得佛國中天人一切」は、大正藏經本デ

「設我得佛國中人天 ･･･」トスル。
16） 【羽 605】の当該箇所は附章 pp.43―55。この表では、流布本を基準にして、敦煌本 16

点・トゥルファン本 2 点・石経 1 点・蔵経本 8 点・日本写経 3 点・日本版本 3 点を校勘
している。【羽 605】は特定の本との一致度が高いわけではなく、文字の配列で傾向を導
き出すことは困難である。

17） 藤枝晃「北魏写本華厳経」（『墨美』120、1962）・『大谷大学所蔵敦煌古写経』（大谷大学
東洋学研究室、1965、図版 pp.45―48）

18） 藤枝晃『文字の文化史』（講談社学術文庫、1999、p.183）

［附記］
　部会発表終了後に、八木宣諦先生より、特に用筆の材質に注目するようにとの助言をいた
だいた。南北両朝の書風の違いについては、「北碑南帖」を改め「北鹿南兎」とすべきとの
藤枝晃説などを加味しながら、その実体に迫っていきたい。また、宮廷写経が敦煌へ流れる
場合もあるとの指摘も頂いた。こちらも併せて検討課題としていきたい。
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　最大の特徴としてあげた「貝・頁の縦画」は、元太榮の願経一群には見られ
ないし、一般的に秀麗さをもつ、いわゆる南朝系のものには見られない特徴で
あるため、即座に隋唐へ分類することは避けたい。同時に、「貝・頁の縦画」
が同様であるからといって、令孤崇哲指導下の写経所の作業と位置づけるには、
あまりにも字形のとりかたが違いすぎる。
　最後に、北朝期の浄土教関係経典、すなわち冒頭に示した 4 本の『無量寿
経』との関係性を確認し、まとめると次のようになる。

● P.4506 bis･･･ 皇興 5 年（471）
● 大谷大本 ･･･ 元大榮の願経か　※神瑞 2 年（415）には疑義あり
●  李盛鐸旧蔵本（敦煌遺書散録 607）･･･ 元大榮の願経か　※ 2013 年現在

も確認とれず
● 龍谷大本 ･･･ 元大榮の願経か
● 羽 605･･･ 令孤崇哲指導下の写経体に加え南朝系の写経体を認知できた
者の手によるもの

　【羽 605】を北朝期のものと位置づけるには根拠が乏しすぎるし、そうでは
ない要素が多いが、令孤崇哲のものと関連する新たな敦煌本『無量寿経』が加
わったことはいえる。

1 ） ［広川 1981］：「敦煌出土浄土三部経古写本について」（仏教文化研究 27、1984）、［広川
1984］『講座敦煌 7 敦煌と中国仏教』「4 浄土三部経」（大東出版、1984、pp81―114）

2 ） ［藤田 2007］：『浄土三部経の研究』（岩波書店、2007）。なお、［藤田 1970］：『原始浄土
思想の研究』（岩波書店、1970）に内容を譲る部分がある。

3 ） ［広川 1981］
4 ） 漢訳『無量寿経』敦煌写本のほとんどが康僧鎧訳。それぞれの報告時点での現存状況は

次の通り。
・［藤田 1970］スタイン 4、ペリオ 1、北京図書館 5、レニングラード 1、李盛鐸旧蔵 1、龍

谷大学図書館 1、大谷大学図書館 1、計 14 点。（p.87）
・［広川 1981］ペリオ 1、スタイン 4、北京 5、レニングラード 1（未見）、ベルリン 1（未

見）、大谷大学 1、龍谷大学 1、大谷家 13（未見）、敦煌遺書散録 2（未見）、計 29 点。
（p.89）

・［広川 1984］ペリオ 1、スタイン 5、北京 5、レニングラード 1、ベルリン 1、大谷大学 1、
龍谷大学 1、大谷家 13、敦煌遺書散録 3（未見）、計 31 点。（p.106）

・［藤田 2007］スタイン 4、北京図書館 6、ペリオ 1、ロシア科学アカデミー東洋学研究所サ
ンクトペテルブルク支部所 3、龍谷大学図書館 1、大谷大学図書館 1、李盛鐸旧蔵 1（未
見）、計 17 点。（附章 p.35、161）

5 ） 『大谷大学所蔵敦煌古写経』（大谷大学東洋学研究室、1965、pp.157―163）
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○レッカ

　レッカは点が 4 つで、連続して書かれるのは共通だが、上部左右のバランス
のとりかたなどは全く異なっている。

○全体の構成

　全体の印象としては、【羽 605】の方がより整っており、非常に鍛錬された
写経生によるものであることがわかる。字形をやや縦長に、足を長めにとるの
で、すっきりとした印象を与えているし、文字間が若干詰まることにより、行
が浮いてくるため縦の流れを感じることができる。
　以上、若干ではあるが【谷大華厳】を比較対象として、【羽 605】の書きぶ
りの特徴をみてきた。
　令孤崇哲の指導下で書かれた【谷大華厳】（513）の後に、元太榮の願経一群

（530 ～ 534）がくるが、両者の書きぶりは異なっている。【羽 605】は令孤崇
哲の指導下にあった写経生のものとも元太榮の願経の一つともいえず、さらに
下るとみてよい。

【羽 605】6―21―2 【谷大華厳】90 行―16

【羽 605】2 【谷大華厳】18―33 行
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　起筆は鋭く、終筆は重く表現されている点では共通するものの、【羽 605】
は細身な直線にコブが付されたイメージだが、【谷大華厳】は送筆で多少のう
ねりをもたせ、徐々に太くし、終筆で押さえてからさらに少し引いている。

○右ハライ

　ハライに注目すると、共通点は見いだしにくい。【谷大華厳】の「昧」「衆」
のハライは一度筆を入れ直して、2 画で右ハライを成立させていることは明確
であるが、【羽 605】にはそれを見える形で残そうとした痕跡はない。「界」に
いたっては、【羽 605】では点を打つように短くとめるのに対し、【谷大華厳】
では長く太めのハライにしている。

【谷大華厳】14 行―11 【谷大華厳】36 行―10 【谷大華厳】57 行―14

【羽 605】3―15―8 【羽 605】2―10―17 【羽 605】6―11―13

【谷大華厳】134 行―16 【谷大華厳】105 行―5 【谷大華厳】134 行―2
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　極端に太く長く、最終画の点に接しないようにのかなり下方まで伸ばし、ボ
リューム感をもって長めにハネ上げている。例外なくこのように書かれている。
　ここで大谷大学所蔵北魏敦煌写本『華厳経』巻第四十七 17）（【谷大華厳】と
表記）を比較対象として示したい。この写本の識語には、延昌二年（513）・敦
煌鎮・経生張顕昌所寫・典経師令孤崇哲といった記述がみられる。令孤崇哲と
は、511 ～ 514 頃の北魏朝の治下で敦煌鎮に設けられた写経所の指導的立場に
あった人物で、その門下生の張顕昌が書写したことになる 18）。

　このように、非常に特徴的な書きぶりが共通している点は注目に値する。
○「一」の起筆と終筆

【羽 605】3―10―7　願 【羽 605】4―12―17　頌 【羽 605】5―11―2　積

【谷大華厳】57 行―3　願 【谷大華厳】90 行―14　煩 【谷大華厳】奥書　顕

【羽 605】1―4―9 【羽 605】4―10―5 【羽 605】14―13―8
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　まず正蔵との校勘であるが、多くは［藤田 2007］諸本対照表に吸収される
ため 16）、ここでは、この表に現れない文字の異同のみ示す。

　本文の内容にはほとんど問題は生じないといえる。
　次に、その書きぶりの特徴を示したい。（【羽 605】については、紙数―行数―
文字数の順で示す）

○貝・頁などの縦画

羽 605 正蔵 12　no.360
紙 行 経文 頁・段・行 経文
5 18 觀法如是□ 269・c・18 觀法如化□
6 3 一切諸諸□佛 269・c・26 一切諸仏
6 5 其香普薫□ 269・c・28 其香普勲□
6 19 渓渠井谷□ 270・a・13 渓渠井浴□
6 21 若无須弥 270・a・16 若彼國土無須彌山□
7 3 諸佛境□界 270・a・20 諸佛世□界
7 12 對光佛 270・b・01 無□對光佛
8 5 尚未□能竟□ 270・b・15 尚不□能盡□
8 17 沾取其□一渧 270・b・29 沾取一渧
8 20 大□目連等 270・c・03 目連等
11 15 調和冷濡□ 271・b・13 調和冷煖□
12 12 無所味者□ 271・c・04 無所味著□

【羽 605】1―10―11　讀 【羽 605】2―6―17　寶 【羽 605】2―14―3　類
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ている。
　しかし、このたび李盛鐸コレクションが刊本『敦煌秘笈』という形で公開さ
れた。財団法人武田科学振興財団杏雨書屋が 2009 年より順次刊行し、目録冊
1 冊・影片冊 9 冊が 2013 年 3 月 25 日に揃った。落合俊典氏のことばを借りる
ならば、「敦煌蔵経洞の発見以来百年の星霜を経てようやく敦煌写本の総体が
明確になりつつある今日、唯一未公開のコレクション 12）」がやっと公開され
たことになる。
　『敦煌秘笈』に紹介されている羽田亨コレクション 736 点は、李盛鐸コレク
ション 432 点とそれ以外のルートで入手したもの 304 点で構成されている。李
盛鐸コレクションが羽田亨氏の手に渡った経緯については、杏雨書屋館長吉川
忠夫氏の刊行の辞 13）に詳しい。
　この中に、李盛鐸旧蔵本無量寿経巻下が登場する淡い期待を抱いたが、案の
定存在しなかった 14）。2013 年現在も「現物を確かめることは出来ない」と言
わなければならない。羽田氏の手に渡る段階ではすでに李盛鐸コレクションの
中には存在しなかったという事実が加わったのみである。
　ここでは、新たに公開された無量寿経巻上【羽 605】15）を紹介したい。康僧
鎧訳『無量寿経』第 25 願の「取正覚」から上巻の最終段まで、14 枚の麻紙に
書かれている（次の写真は全体像と第 1 紙）。
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北朝期の浄土教関係敦煌写経について

大屋正順
　浄土三部経の漢訳敦煌写本については、広川尭敏氏 1）が詳細な調査報告を
行い、その後、藤田宏達氏 2）が「浄土三部経の諸本対照表」で網羅的に示し、
2007 年時点での現存状況が明らかになった。
　『阿弥陀経』や『観経』の書写がほぼ唐代に集中しているのに対して、『無
量寿経』の書写は、南北朝時代（5、6 世紀）にも見られることがわかってい
る 3）。康僧鎧訳『無量寿経』敦煌写本 4）の中で、はっきりとした紀年があるも
の、年代推定が可能なものとして以下の 4 点が挙げられるが、いずれも北朝期
である。

①神瑞 2 年（415）？……大谷大本　※元大榮の願経か
②皇興 5 年（471）……P.4506 bis
③ 6 世紀中頃…… 李盛鐸（木斉）旧蔵本（敦煌遺書散録 607）※元大榮の願経か
④ 6 世紀中頃……龍谷大本　※元大榮の願経か

　
　①大谷大本については、康僧鎧訳『無量寿経』の訳出よりも早い年時である
ため、野上俊静氏 5）が可能性として竺法護訳出説を提起したが、［藤田 1970］
が跋文そのものに異議を唱え、元太榮の願経説を提示した。この説は［藤田
2007］でも踏襲され、現在のところ、これに替わる説は示されていない。②
P.4506bis は、P.4506 金光明経巻第二の末尾の跋文に基づいて、471 年の張興
保の願経と推定されている 6）。④龍谷大本は、小川貫弌氏 7）が元太榮の願経説
を示し、［藤田 2007］8）もそれを踏襲している。
　さて、③李盛鐸旧蔵本だが、「敦煌遺書散録　李木齋𦾔藏燉煌名跡目録（第
二部分）」に「0607 北魏寫本　無量壽經卷下（共三一三行長卷）」とあり、末
題「瓜州李刺史元太榮所供養経」9）と示されているため、元太榮の願経として
その存在が信じられているが、［藤田 1970］では「現品を確かめ得ないのが残
念である 10）」、［広川 1984］では「未見である」、［藤田 2007］でも「現在実物
を確かめることができない 11）」として、目録上のみの存在のまま今日に至っ
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