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基
調
講
演

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―

大　

南　

龍　

昇

　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
南
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
手
元
に
お
配

り
し
た
プ
リ
ン
ト
は
午
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
言
者
の
方
々
と
基

調
講
演
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
中
で
、
講
演
を
ど
う
い
う
内
容
で
話

す
か
と
考
案
し
て
い
た
最
中
の
メ
モ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
あ
る

全
て
の
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
は
大
い
に
実
践
的
で
あ
る
べ

き
だ
、
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
と
、
大
変
平
凡
な
こ
と
に
尽
き
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

ま
ず
プ
リ
ン
ト
の
１
ペ
ー
ジ
目
の
第
１
の
段
落
を
読
ん
で
ま
い
り

ま
す
。

　

浄
土
宗
だ
け
の
問
題
で
な
く
日
本
仏
教
界
の
将
来
は
厳
し
い
。
外

的
に
は
遠
か
ら
ず
檀
家
制
度
は
弱
体
化
し
、
教
団
は
大
打
撃
を
被
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
に
僧
侶
の
質
の
低
下
や
寺
院
の
内
部
か
ら
の
崩

壊
が
始
ま
っ
て
い
る
。
浄
土
宗
で
も
宗
務
当
局
や
研
究
所
で
現
状
の

調
査
、
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
浄
土

宗
侶
自
身
の
自
己
批
判
と
反
省
が
行
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
仏
教
界
と
申
し
ま
し
た
が
、
ひ
と
ま
ず
寺
と
教
団
の
こ
と
を

指
し
て
お
り
ま
す
。
申
し
上
げ
た
い
の
は
浄
土
宗
侶
自
身
の
自
己
批

判
と
反
省
と
い
う
こ
と
を
と
も
ど
も
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
宗
教
哲
学
者
西
谷
啓
治
氏
は
仏
教
の
現
状
を
語
っ
て
「
仏

教
の
世
界
と
一
般
の
社
会
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
例
え
ば
儀
礼

（
仏
）、
教
義
（
法
）
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
て

教
団
（
僧
）
の
根
本
姿
勢
が
自
己
中
心
的
で
一
般
社
会
に
と
け
こ
ん
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で
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
必
要
だ
。（
略
）

歴
史
的
に
は
古
く
鎌
倉
時
代
の
祖
師
た
ち
が
比
叡
山
を
降
り
て
仏
教

の
転
換
を
計
る
試
み
が
あ
っ
た
。
教
団
人
の
立
場
を
保
ち
つ
つ
、
し

か
し
外
へ
出
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。」（『
仏
教
に
つ
い
て
』

法
蔵
選
書
）
と
い
う
。
現
在
の
浄
土
宗
教
団
に
こ
の
よ
う
な
動
勢
が

あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
近
代
仏
教
に
も
こ
れ
に
類
し

た
動
き
が
あ
り
、
革
新
的
な
仏
教
運
動
は
教
団
の
周
辺
か
ら
興
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
現
代
の
浄
土
宗
に
お
け
る
光
明
会
と
共
生
会

の
二
つ
の
信
仰
運
動
に
も
共
通
し
た
も
の
が
あ
ろ
う
。

　　

西
谷
先
生
の
こ
の
ご
意
見
は
四
十
年
前
の
古
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
浄
土
真
宗
の
、
門
徒
の
方
に
講
演
さ
れ
た
文
書
か
ら
引
用
し
た

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
鎌
倉
時
代
の
祖
師
た
ち
が
叡
山

を
下
り
て
一
旦
外
に
出
た
と
い
う
こ
と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
類
し

た
も
の
が
浄
土
宗
に
も
あ
っ
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
光
明
会
、
共
生
会
は
大
正
期
に
お
け
る
自
由
主
義
的
な
風
潮

の
中
で
教
学
の
自
由
研
究
、
あ
る
い
は
信
仰
運
動
が
こ
の
ほ
か
に
も

起
こ
り
ま
し
た
。
渡
辺
海
旭
先
生
、
矢
吹
慶
輝
先
生
、
友
松
円
諦
先

生
等
、
浄
土
宗
の
近
現
代
化
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
こ
の
講
演
の
テ
ー
マ
「
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考

え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
ま
で
の
浄

土
宗
僧
侶
は
よ
か
っ
た
、
さ
て
現
実
の
社
会
を
見
据
え
て
よ
り
発
展

的
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
向
き
一
辺
倒
で
済
む
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

プ
リ
ン
ト
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
教
団
寺
院
の
あ
り
方
も
決
し
て

見
通
し
は
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。

　

仏
教
経
典
に
は
時
代
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
説
く
場
面
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
一
つ
に
仏
教
の
衰
退
史
観
、
例
え
ば
正
像
末
の
三
時
説
も

そ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
仏
滅
後
の
仏
道
修
行
の
推
移
を
五
段
階
に

分
け
て
述
べ
る
五
堅
固
説
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
『
大
集
経
月
蔵
分
』、
大
集
月
蔵
経
の
そ
れ
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
衰
退
ぶ
り
を
五
百
年
ご
と
に
区
分
を
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
経
は
六
世
紀
に
西
北
イ
ン
ド
に
侵
入
し
た
エ
フ
タ
ル
族
の
仏

教
弾
圧
を
背
景
に
し
て
で
き
た
お
経
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
破
壊
を

行
っ
た
エ
フ
タ
ル
王
蓮
華
面
を
主
人
公
に
し
た
イ
ン
ド
後
期
成
立
の

『
蓮
華
面
経
』
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
。
大
学
院
時
代
に
、
山
田

龍
城
先
生
の
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』
の
中
で
論
及
さ
れ
て
い
る

の
を
興
味
深
く
読
ん
だ
思
い
出
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

月
蔵
経
の
五
堅
固
の
最
初
の
五
百
年
は
、
仏
弟
子
た
ち
が
悟
り
を
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開
く
こ
と
が
堅
固
で
あ
る
。
第
二
の
五
百
年
は
、
正
し
い
禅
定
三
昧

に
住
す
る
こ
と
が
堅
固
で
あ
る
。
禅
定
修
行
を
き
ち
っ
と
や
っ
て
い

る
。
第
三
の
五
百
年
は
経
典
の
読
誦
と
多
聞
、
す
な
わ
ち
読
む
こ
と
、

学
問
す
る
こ
と
が
堅
固
で
あ
る
。
第
四
の
五
百
年
は
、
仏
塔
や
寺
院

を
作
る
、
箱
物
と
言
っ
て
は
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

が
堅
固
で
あ
る
。
第
五
の
五
百
年
は
闘
諍
言
訟
、
争
い
や
訴
訟
が
盛

ん
で
、
つ
い
に
仏
道
は
廃
れ
る
。
第
五
の
段
階
で
は
教
団
内
の
争
い

や
相
続
の
争
い
も
あ
っ
て
白
法
、
正
し
い
教
え
が
隠
没
す
る
、
隠
れ

る
、
失
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
先
は
何
か
。
頭
髪
を
剃
り
、
袈
裟
を

ま
と
っ
て
い
て
も
、
戒
律
を
破
り
行
い
如
法
な
ら
ず
、
こ
れ
を
仮
比

丘
、
形
だ
け
の
比
丘
だ
と
名
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
経
典
は
仏
滅
後
千
年
ご
ろ
、
六
世
紀
の
成
立
で
す
が
、
仏
教

修
道
あ
る
い
は
仏
教
の
あ
り
方
の
推
移
を
的
確
に
予
想
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
「
こ
れ
か
ら
の
僧
侶
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
は
こ
の
ま
ま

で
い
い
の
か
と
い
う
反
省
、
自
己
を
含
め
た
批
判
が
前
提
に
あ
る
べ

き
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
プ
リ
ン
ト
の
最
初
の
く
だ
り
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
の
僧

侶
の
反
省
と
自
己
批
判
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
よ
く
マ
ス
コ
ミ
報
道

で
官
公
庁
に
限
り
ま
せ
ん
、
何
の
社
会
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
し

か
じ
か
の
犯
罪
、
汚
職
が
あ
っ
た
。
捕
ま
っ
た
人
は
大
き
な
組
織
の

一
部
の
人
に
過
ぎ
な
い
。
ほ
か
の
人
は
皆
、
真
面
目
で
業
務
に
忠
実

だ
と
か
ば
う
報
道
が
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
の
僧
侶
は
ど
う
か
。
月
蔵
経
の
仮
の
菩
薩
は
ほ
ん
の
一
部
な

の
か
。
真
剣
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
自

分
は
正
し
く
て
、
悪
い
の
は
人
だ
と
、
自
分
を
正
当
化
す
る
の
で
は

な
い
。
こ
こ
に
愚
者
の
自
覚
が
ご
ざ
い
ま
す
。
み
ん
な
私
が
悪
い
の

よ
、
で
も
な
い
。
冷
静
に
自
己
批
判
と
現
状
分
析
が
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
釈
尊
の
バ
ラ
モ
ン
批
判
の
あ
り
方

で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
バ
ラ
モ
ン
た
ち
を
反
面
教
師
に
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
仏
陀
と
な
っ
た
釈
尊
は
バ
ラ
モ
ン
に
対
し
て
シ

ュ
ラ
マ
ナ
、
沙
門
と
呼
ば
れ
た
苦
行
者
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
批
判
い

た
し
ま
す
。

　

釈
尊
が
登
場
し
た
古
代
イ
ン
ド
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
新
し
い

仏
教
が
台
頭
す
る
と
き
は
、
時
代
の
変
化
、
転
換
が
伴
う
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
釈
尊
の
仏
教
も
そ
の
あ
と
の
大
乗
仏
教
に
し
て
も
そ
う

で
す
。

　

大
乗
仏
教
は
、
マ
ウ
リ
ア
王
朝
の
滅
亡
、
あ
と
を
受
け
た
シ
ュ
ン

ガ
王
朝
に
よ
る
廃
仏
、
南
イ
ン
ド
・
ア
ン
ド
ラ
王
朝
期
に
お
け
る
東
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西
貿
易
の
隆
盛
、
文
化
の
交
流
、
そ
の
後
の
ペ
ル
シ
ャ
系
の
ク
シ
ャ

ー
ナ
王
朝
の
出
現
に
よ
り
、
な
か
ん
ず
く
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
は
仏
教
を

保
護
し
、
大
乗
仏
教
の
興
り
を
支
え
ま
し
た
。

　

日
本
に
お
け
る
宗
祖
法
然
に
始
ま
る
鎌
倉
仏
教
も
武
士
の
台
頭
の

中
で
成
立
し
ま
す
。
そ
し
て
近
代
日
本
の
明
治
期
の
仏
教
も
、
西
洋

文
化
と
い
う
異
文
化
を
背
景
と
し
て
展
開
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

釈
尊
時
代
の
古
代
イ
ン
ド
は
都
市
国
家
で
、
都
市
に
商
工
業
が
発

達
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
い
富
が
蓄
積
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
ま

た
商
工
業
者
は
組
合
を
作
り
、
都
市
の
経
済
的
実
権
を
握
っ
て
い
た

と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
国
王
の
権
力
が
強
ま
る
一

方
、
今
ま
で
の
宗
教
的
権
威
を
持
っ
た
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
脇
役
に
回

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
旧
来
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
に
代
わ
っ
て
新
し
い
時
代
に
応

じ
た
六
師
外
道
な
ど
の
自
由
思
想
家
が
登
場
し
て
ま
い
り
ま
す
。
釈

尊
も
そ
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。

　

以
下
は
、
中
村
元
先
生
の
お
説
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
は
少
な
く

と
も
成
立
当
初
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
反
旗
を
翻
す
と
い
う
態
度
を
取
ら

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
バ
ラ
モ
ン
教
の
伝
統
を
継
承
し
、
そ
の
真
実
義

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た
。

　

仏
教
興
起
当
初
の
事
情
を
知
ら
せ
る
の
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

や
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
と
い
う
経
典
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
古
層
の
部
分

が
そ
れ
を
裏
付
け
る
わ
け
で
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
中
村
先

生
の
翻
訳
は
広
く
な
じ
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
本
学
の
並
川
先
生
は
岩

波
か
ら
こ
の
経
の
『
古
典
入
門
』
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
本
庄
先
生
、

榎
本
文
雄
先
生
も
か
つ
て
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
和
訳
を
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
一
例
で
あ
り
ま
す
。「
一
切
の

悪
を
斥
け
、
汚
れ
な
く
よ
く
心
を
静
め
持
ち
、
み
ず
か
ら
安
立
し
、

自
己
を
確
立
し
、
輪
廻
を
越
え
て
完
全
者
と
な
り
、
こ
だ
わ
る
こ
と

の
な
い
人
、
彼
は
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
」
と
仏
教
の
実
践
を
行
う

人
こ
そ
が
真
の
バ
ラ
モ
ン
だ
と
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
や
バ
ラ
モ
ン
に
な
る
の
で

は
な
い
。
行
い
、
行
為
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
や
バ
ラ
モ
ン
と
も
な

る
」、
行
為
を
重
視
し
た
主
張
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
あ
る
箇
所
で
は
、
徳
行
の
優
れ
た

昔
の
バ
ラ
モ
ン
と
腐
敗
・
堕
落
し
た
釈
尊
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
と
を
対

比
し
て
堕
落
を
重
ね
て
い
る
現
在
の
バ
ラ
モ
ン
に
対
し
て
釈
尊
こ
そ

が
バ
ラ
モ
ン
の
理
想
を
回
復
し
、
実
現
し
た
人
だ
と
初
期
の
仏
教
徒

は
考
え
て
い
た
様
子
が
窺
え
ま
す
。

　

釈
尊
の
バ
ラ
モ
ン
批
判
は
、
か
つ
て
の
シ
ュ
ラ
マ
ナ
、
沙
門
が
仏
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陀
と
な
っ
て
バ
ラ
モ
ン
に
真
実
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
あ
る
べ
き
姿
を
教

え
、
彼
自
身
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
宣
布
者
を
も
っ
て
任
じ
て
い
た
か
の

ご
と
く
思
わ
せ
る
記
述
も
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
陀
の
バ
ラ
モ
ン
批
判
は
、

自
ら
体
得
し
た
真
実
と
理
法
を
も
っ
て
バ
ラ
モ
ン
の
活
性
を
求
め
る

こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
初
に
釈
尊
の
バ
ラ
モ
ン
批
判
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
目
を
我
々
、

浄
土
宗
侶
に
向
け
た
と
き
に
仏
祖
釈
尊
か
ら
、
諸
君
は
真
の
バ
ラ
モ

ン
で
あ
る
か
と
か
、
真
の
浄
土
宗
侶
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、

自
分
こ
そ
は
真
の
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
と
自
信
を
持
っ
て
答
え
ら
れ

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
自
ら
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
プ
リ
ン
ト
の
続
き
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　　

と
こ
ろ
で
浄
土
宗
侶
、
教
師
論
に
つ
い
て
は
、
本
学
術
総
合
大
会

の
平
成
二
十
四
年
の
「
八
百
年
遠
忌
後
の
浄
土
宗
の
課
題
と
展
望
」、

今
年
の
「
こ
れ
か
ら
の
僧
侶
像
」、
ま
た
遡
れ
ば
昭
和
五
十
年
の

「
宗
門
子
弟
の
育
成
」、
平
成
十
九
年
の
「
宗
侶
教
育
」
も
あ
っ
た
。

ま
た
平
成
八
年
～
十
三
年
に
わ
た
り
総
合
研
究
所
の
研
究
テ
ー
マ

「
僧
侶
（
宗
教
的
指
導
者
）
養
成
の
総
合
的
研
究
」
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
就
中
、
本
年
二
月
の
教
学
高
等
講
習
会
で
の
「
檀
信
徒
・
社

会
か
ら
期
待
さ
れ
る
僧
侶
像　

法
然
上
人
の
想
い
を
受
け
て
」
は
法

然
浄
土
宗
の
あ
る
べ
き
僧
侶
像
が
熱
心
に
検
討
さ
れ
た
。

　

さ
て
「
檀
信
徒
・
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
る
僧
侶
像
」
に
お
け
る
大

正
大
学
・
林
田
康
順
氏
「
法
然
上
人
に
学
ぶ
宗
教
的
指
導
者
像
」
で

は
、
念
仏
信
者
・
願
往
生
人
で
あ
る
宗
教
者
と
し
て
の
法
然
上
人
と

布
教
者
・
教
化
者
で
あ
る
宗
教
的
指
導
者
と
し
て
の
法
然
上
人
と
い

う
二
つ
の
側
面
か
ら
浄
土
宗
侶
の
目
指
す
べ
き
姿
を
の
べ
る
。

　

浄
土
宗
教
学
局
長
・
山
本
正
廣
氏
「
時
代
と
社
会
に
普
遍
と
即
応

な
る
僧
侶
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
で
は
、
立
教
開
宗
の
精
神
と
念
仏

者
の
訓
条
を
実
行
す
る
「
普
遍
な
る
僧
侶
」
と
「
時
代
・
社
会
に
即

応
な
る
僧
侶
（
教
化
者
）」
に
弁
別
し
、
教
師
育
成
、
再
教
育
の
指

針
に
ふ
れ
て
い
る
。

　

二
氏
の
指
摘
す
る
僧
侶
像
の
パ
タ
ー
ン
は
大
乗
仏
教
者
の
実
践
を

示
す
自
行
・
化
他
（
自
利
・
利
他
）
に
発
し
て
い
る
。

　　

私
の
大
雑
把
な
く
く
り
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
。

　　

そ
こ
で
以
下
、
時
代
を
現
代
に
近
づ
け
、
か
つ
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
発
言
者
の
所
属
す
る
布
教
、
法
式
、
教
学
に
関
す
る
提
言
を

試
み
て
み
よ
う
。

　
（
一
）
ま
ず
明
治
の
念
仏
者
原
青
民
師
の
布
教
の
要
諦
を
の
べ
た
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論
説
を
示
そ
う
。
原
は
説
教
に
は
①
自
己
の
経
歴
を
話
す
「
第
一
人

称
の
説
教
」
②
自
己
の
話
し
相
手
と
な
っ
た
者
の
経
歴
を
話
す
「
二

人
称
の
説
教
」
③
過
去
の
人
、
ま
た
は
他
人
の
経
歴
、
思
想
等
を
話

す
「
三
人
称
の
説
教
」
の
三
通
り
が
あ
る
が
、
仏
教
の
振
わ
ざ
る
は

主
に
三
人
称
の
説
教
を
す
る
点
に
あ
る
」
と
批
判
し
、「
故
に
吾
輩

は
身
を
以
て
仏
教
の
真
理
な
る
事
を
証
明
し
、
能
く
一
人
称
の
説
教

を
以
て
我
等
を
導
く
人
の
一
日
も
出
ん
こ
と
を
望
む
や
切
な
り
」
と

「
身
証
」
の
重
要
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
。（
長
谷
川
匡
俊
氏
「
明
治

の
念
仏
僧
・
原
青
民
の
研
究
」〈『
現
代
社
会
と
法
然
浄
土
教
』
所
収
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
〉

　　

原
青
民
と
い
う
方
が
活
躍
し
た
の
は
、
明
治
二
十
年
か
ら
三
十
年

代
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
は
渡
辺
海
旭
先
生
が
浄
土
宗
海
外
留
学
生

と
し
て
ド
イ
ツ
に
行
か
れ
た
あ
と
で
、『
浄
土
教
報
』
の
主
筆
を
務

め
ら
れ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

原
さ
ん
は
新
浄
土
宗
の
興
り
、
興
起
を
常
々
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら

れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
中
の
二
人
称
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
自
己
の
相
手
と
な
っ
た
も
の
の

経
歴
を
話
す
。
私
は
対
談
で
は
な
い
の
か
と
考
え
ま
し
た
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
と
い
う
番
組
が
ご
ざ
い
ま
す
。
金

光
寿
郎
さ
ん
が
司
会
で
、
過
日
、
伊
藤
御
門
主
あ
る
い
は
青
木
新
門

さ
ん
と
対
談
を
さ
れ
ま
し
た
。
あ
の
よ
う
に
あ
る
特
定
の
人
と
対
談

し
な
が
ら
、
そ
の
人
の
話
を
引
き
出
す
、
皆
に
聞
か
せ
る
と
い
う
あ

り
方
が
こ
の
二
人
称
の
説
教
に
当
た
る
か
な
と
、
当
た
っ
て
い
る
か

ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
そ
う
考
え
ま
し
た
。

　
「
身
証
」、
自
分
自
身
が
実
体
験
し
た
こ
と
が
一
番
大
事
だ
。
原
青

民
師
は
念
仏
三
昧
発
得
の
経
験
者
で
も
あ
り
ま
す
。
光
明
会
の
二
祖

と
言
わ
れ
た
笹
本
戒
浄
上
人
の
『
真
実
の
自
己
』
と
い
う
ご
本
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
原
青
民
師
の
三
昧
の
発
得
体
験
が
つ
ぶ
さ
に
語

ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
大
変
印
象
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

　

以
上
、
申
し
上
げ
た
ポ
イ
ン
ト
、
私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
布

教
に
つ
い
て
は
「
身
証
」、
実
体
験
が
大
事
だ
。
こ
れ
は
難
し
い
こ

と
で
す
が
、
そ
れ
が
一
番
根
本
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

次
の
（
二
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　
（
二
）
次
に
法
式
に
含
ま
れ
る
礼
拝
、
念
仏
の
行
儀
の
中
の
、
姿

勢
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
仏
教
の
修
行
の
原
理
は
日
本
宗
教
の
み
な

ら
ず
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
諸
芸
能
や
武
道
に
も
受
け
継
が
れ
応
用
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さ
れ
て
儒
教
の
礼
法
と
も
結
ば
れ
て
、
姿
勢
を
正
す
こ
と
が
厳
し
く

教
育
さ
れ
た
。
お
念
仏
は
易
行
と
し
て
行
住
坐
臥
、
形
を
問
わ
な
い

が
、
修
行
と
し
て
は
お
念
仏
も
当
然
正
し
い
姿
勢
が
望
ま
れ
る
こ
と

は
論
を
ま
た
な
い
。」〈
土
屋
光
道
氏
「
念
仏
専
修
の
現
益
」（『
現
代

と
宗
教
』
所
収
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
）〉。
数
年
前
の
本
学
会
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
法
式
師
会
の
提
言
者
が
椅
子
着
座
法
要
が
多
く

な
っ
た
の
で
そ
の
た
め
の
法
式
の
制
定
を
考
慮
す
る
旨
を
発
言
さ
れ

た
。

　

座
椅
子
に
よ
る
礼
拝
を
美
し
く
行
う
の
は
む
ず
か
し
い
。
仏
に
対

す
る
礼
を
著
し
く
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
但
し
高
齢
、
障
害

の
あ
る
方
の
場
合
は
別
で
あ
る
。

　　

実
は
、
法
式
師
会
の
清
水
秀
浩
氏
は
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も

重
ね
て
お
話
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　　
（
三
）
宗
学
は
か
つ
て
宗
乗
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
学

ぶ
こ
と
は
法
然
上
人
の
本
当
の
心
を
う
か
が
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
普
通
、
学
問
と
い
う
も
の
は
外
的
観
察
で
外
か
ら
客
観
的
に
ず
っ

と
教
義
を
味
わ
う
。
内
面
か
ら
自
分
の
も
の
と
し
て
味
わ
う
と
い
う

実
感
方
面
を
無
視
し
て
お
っ
た
と
。
今
、
浄
土
の
教
え
を
見
て
も
、

や
は
り
そ
の
両
方
面
が
あ
る
。
今
ま
で
は
教
え
の
外
面
を
ず
っ
と
研

究
し
て
き
た
。
教
え
の
本
当
の
内
面
に
流
れ
て
お
る
真
実
の
精
神
を

つ
か
む
方
面
が
、
私
に
は
抜
け
て
い
た
の
で
す
。」（
藤
本
浄
本
師

『
講
話　

私
の
念
仏
観
』
西
蓮
寺
発
行
）

　　

確
か
に
文
献
学
、
歴
史
学
の
進
歩
は
、
宗
祖
の
精
神
の
理
解
を
大

い
に
助
け
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
大
事
な
こ
と
は
真
実
の
精
神
を
つ

か
む
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

藤
本
浄
本
師
は
、
総
合
研
究
所
長
の
藤
本
浄
彦
先
生
の
御
祖
父
様

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
弁
栄
上
人
に
出
会
わ
れ
て
、
法
然
上
人
の

偉
大
さ
を
感
得
さ
れ
、
宗
学
を
さ
ら
に
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
伺
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

布
教
に
は
身
証
が
大
事
だ
。
そ
れ
か
ら
法
式
に
は
三
宝
へ
の
恭
敬

心
、
敬
う
心
が
大
事
だ
。
そ
し
て
教
学
に
は
宗
祖
の
精
神
を
つ
か
む

こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
、
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　　

浄
土
宗
侶
に
社
会
的
実
践
は
可
能
か
。
こ
の
問
題
は
浄
土
宗
の
劈

頭
宣
言
に
関
わ
り
、「
共
生
の
実
践
―
私
の
共
生
に
つ
い
て
の
理
解

と
実
践
―
」（
平
成
十
六
年
大
会
）、「
慈
悲
」（
平
成
十
八
年
大
会
）
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の
テ
ー
マ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
実
践
は
教
学
的
に
は

決
定
往
生
心
を
得
た
の
ち
、
異
類
の
助
業
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
ま

た
浄
土
宗
僧
侶
は
宗
戒
両
脈
を
相
承
し
て
お
り
、
三
聚
浄
戒
の
摂
善

法
戒
、
摂
衆
生
戒
の
実
践
と
し
て
利
他
、
慈
悲
行
は
奨
励
さ
れ
る
。

た
だ
し
ど
こ
ま
で
も
愚
者
の
自
覚
に
立
ち
、
念
仏
を
申
し
な
が
ら
念

仏
を
申
す
た
め
の
助
業
と
し
て
行
わ
れ
る
。

　　

と
い
う
の
が
私
の
学
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
も
「
慈
悲
」

の
テ
ー
マ
の
と
き
に
提
言
者
を
務
め
た
思
い
出
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

近
代
西
洋
文
化
の
渡
来
に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
が
展
開
し
、
仏

教
の
近
代
化
も
計
ら
れ
た
。
私
は
平
成
二
十
五
・
二
十
六
の
二
ヵ
年
、

教
化
高
等
講
習
会
で
『
浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待
』
と
い
う

テ
ー
マ
で
講
ず
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
近
年
イ
ン
ド
仏
教

研
究
の
分
野
で
著
し
い
発
展
を
続
け
て
い
る
大
乗
仏
教
成
立
問
題
に

注
目
し
、
そ
の
時
代
背
景
の
変
化
が
大
乗
仏
教
運
動
喚
起
に
影
響
し

た
の
で
は
な
い
か
と
の
べ
た
。
そ
し
て
浄
土
宗
の
近
世
か
ら
近
代
へ

の
転
換
も
同
様
な
こ
と
が
起
り
、
そ
の
中
で
浄
土
宗
の
大
乗
仏
教
化

と
い
う
べ
き
革
新
的
な
信
仰
運
動
が
推
進
さ
れ
た
。
山
崎
弁
栄
の
光

明
会
と
椎
尾
弁
匡
の
共
生
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
近
代
化
す

る
仏
教
界
に
見
ら
れ
る
「
実
験
」
と
い
う
実
践
原
理
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

　　

そ
こ
で
浄
土
宗
近
代
化
の
実
践
者
、
光
明
会
の
山
崎
弁
栄
と
共
生

会
の
椎
尾
弁
匡
の
お
二
人
の
生
涯
と
主
義
、
思
想
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

　

椎
尾
弁
匡
大
僧
正
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
お
い
で
の
皆
様
の
中
に

も
直
接
お
会
い
に
な
っ
て
教
え
を
受
け
た
方
も
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
弁
栄
上
人
に
私
は
お
会
い
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
の
父
の
時

代
の
方
で
あ
り
ま
す
。
若
い
方
に
は
名
前
を
知
る
程
度
と
い
う
方
も

多
い
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
生
涯
を
少
し
詳
し
く
申
し
上
げ

ま
す
。

　

弁
栄
上
人
に
は
安
政
六
年
千
葉
県
下
総
の
国
の
農
家
で
生
ま
れ
ま

し
た
。
姓
は
山
崎
、
幼
名
を
啓
之
介
と
言
い
ま
す
。
父
親
の
嘉
平
さ

ん
は
熱
心
な
念
仏
信
者
で
平
日
、
三
千
遍
の
念
仏
を
欠
か
さ
な
か
っ

た
。
啓
之
介
は
神
童
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
十
二
歳
の
と
き
に
空
中

に
三
尊
を
想
見
し
た
。
十
五
歳
の
頃
か
ら
独
学
で
仏
書
を
読
み
始
め
、

家
業
の
農
作
業
に
も
励
ん
だ
。

　

そ
の
出
家
、
学
道
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
十
一
歳
に
な
っ
て
鷲
野
谷

の
医
王
寺
で
本
寺
の
東
漸
寺
の
大
谷
大
康
師
の
下
で
出
家
得
度
、
弁
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栄
と
改
名
い
た
し
ま
す
。
二
十
二
歳
に
東
京
に
出
ま
し
て
、
芝
の
増

上
寺
、
浅
草
の
日
輪
寺
（
時
宗
）、
田
端
の
東
覚
寺
（
真
言
宗
）
に

止
宿
い
た
し
ま
す
。

　

伝
通
院
の
大
田
良
胤
師
に
は
、『
往
生
論
註
』
と
か
『
成
唯
識
論

述
記
』、『
俱
舎
論
』、
日
輪
寺
あ
る
い
は
駒
込
の
吉
祥
寺
で
は
、
卍

山
弁
老
師
か
ら
『
起
信
論
』
と
か
『
首
楞
厳
経
』、
あ
る
い
は
華
厳

の
『
五
教
章
』
を
学
び
ま
す
。

　

通
学
の
途
上
で
念
仏
を
し
て
い
る
と
き
に
華
厳
の
法
界
観
を
感
得

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
十
三
歳
に
筑
波
山
に
二
ヶ
月
間
参
籠
し
ま
し
て
、
称
名
一
日
十

万
遍
を
唱
え
、
成
就
の
と
き
に
そ
の
境
地
を
読
ん
だ
偈
が
伝
え
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
年
に
東
漸
寺
の
大
康
師
よ
り
宗
戒
両
脈
を
相
承

し
ま
す
。

　

二
十
四
歳
、
東
漸
寺
末
寺
の
宗
円
寺
に
籠
り
、
黄
檗
版
の
一
切
経

を
読
み
、
三
年
間
で
こ
れ
を
読
み
尽
く
し
ま
す
。
そ
の
評
判
を
伝
え

聞
い
て
「
東
の
ほ
う
か
ら
若
い
優
秀
な
求
道
者
が
出
る
」
と
、
増
上

寺
の
福
田
行
誡
上
人
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
使
者
を
弁
栄
に
送
り
ま
す
。
弁
栄
は
「
一
生
懸
命
一
切
経
を
読
ん

で
い
て
、
今
、
お
釈
迦
さ
ま
に
お
会
い
し
て
い
る
の
で
お
会
い
で
き

な
い
」
と
丁
重
に
お
断
わ
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
し
い
お
寺
を
建
て
よ
う
、
活
動
の
拠
点
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
二
十
七
歳
の
と
き
に
勧
進
を
始
め
ま
す
。

　

三
十
一
歳
の
と
き
に
浄
土
宗
の
本
校
、
大
正
大
学
設
立
の
た
め
に

細
字
の
米
粒
名
号
あ
る
い
は
書
画
、
三
昧
仏
と
か
観
音
菩
薩
像
等
を

自
分
で
描
い
た
の
を
提
供
し
て
、
勧
募
の
資
料
に
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
十
五
歳
で
仏
跡
参
拝
の
た
め
に
イ
ン
ド
に
出
掛
け
ま
し
て
、
仏

陀
成
道
の
地
に
参
拝
を
し
て
帰
国
を
い
た
し
ま
す
。

　

三
十
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
阿
弥
陀
経
を
中
心
に
布
教
を
展
開
す
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
施
本
の
『
訓
読
阿
弥
陀
経
図
絵
』
を
出
し
ま
す
。

何
と
二
十
五
万
部
作
っ
て
、
そ
れ
を
人
々
に
弘
め
ま
し
た
。

　

ま
た
解
釈
付
き
の
和
讃
唱
歌
。
和
讃
を
作
詞
作
曲
い
た
し
ま
す
。

オ
ル
ガ
ン
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
用
い
て
、
仏
教
唱

歌
を
歌
わ
せ
た
。
大
変
に
歓
迎
さ
れ
、
喜
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　

伝
道
は
関
東
一
円
か
ら
東
海
地
方
へ
、
さ
ら
に
関
西
、
九
州
に
ま

で
及
び
ま
す
。
新
し
い
法
門
、
い
わ
ゆ
る
光
明
主
義
が
そ
の
中
で
次

第
に
熟
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

四
十
四
歳
の
と
き
に
『
無
量
寿
尊
光
明
歎
徳
文
及
び
要
解
』
と
い

う
本
を
出
し
ま
す
。
こ
の
中
に
十
二
光
体
系
へ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
か
ら
の
新
展
開
と
い
え
ま
す
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四
十
六
歳
の
と
き
に
『
仏
教
要
理
問
答
』
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
公

刊
書
に
こ
の
頃
か
ら
仏
陀
禅
那
と
い
う
別
号
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　

五
十
四
歳
。
九
州
筑
後
の
福
岡
大
善
寺
に
お
け
る
浄
土
宗
教
学
講

習
会
で
浄
土
哲
学
を
講
義
、
光
明
主
義
教
学
の
組
織
的
講
義
と
な
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
五
十
五
歳
、「
光
明
会
趣
意
書
」
を
作
っ
て
、
い
よ
い
よ

信
仰
団
体
を
結
成
し
て
動
き
出
し
ま
す
。　

　

五
十
七
歳
、『
如
来
光
明
礼
拝
儀
』
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は

光
明
会
の
勤
行
式
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、

知
恩
院
の
教
学
高
等
講
習
会
で
「
宗
祖
の
皮
髄
」
と
題
し
て
講
義
を

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
知
恩
院
の
要
請
で
刊
行
し
ま
す
。

　

五
十
九
歳
七
月
、
神
奈
川
県
の
当
麻
山
無
量
光
寺
（
時
宗
の
本

山
）
の
住
職
と
な
っ
て
六
十
一
世
法
主
他
阿
上
人
を
名
乗
り
ま
す
。

　

そ
し
て
晩
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
六
十
二
歳
、
大
正
九
年
、
新
潟
の

柏
崎
の
極
楽
寺
で
念
仏
三
昧
会
を
指
導
し
て
い
る
と
き
に
発
病
さ
れ

ま
し
て
、
二
週
間
ほ
ど
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
教
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
『
如
来

光
明
会
趣
意
書
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。
四
百
字
二
枚
ほ
ど
、
千
字
に
満

た
な
い
文
書
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
読
ん
で
お
り
ま
す
と
時
間
が
掛
か

り
ま
す
の
で
、
簡
略
に
御
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
を
訴
え
た
か
。
こ
の
教
団
は
、
唯
一
絶
対
の
大
ミ

オ
ヤ
を
信
じ
、
大
ミ
オ
ヤ
の
慈
悲
と
智
慧
の
光
明
を
獲
得
し
て
精
神

的
に
現
世
か
ら
未
来
を
通
じ
て
、
永
遠
の
光
明
に
入
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
一
切
の
人
類
は
、
大
ミ
オ
ヤ
の
分
身
で
あ
る
仏
性
を
具
す

る
が
、
如
来
の
光
明
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
霊
性
を
顕
彰
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

大
ミ
オ
ヤ
の
実
在
と
そ
の
真
理
を
実
証
し
た
の
が
釈
尊
で
あ
り
、

八
万
四
千
の
法
を
説
か
れ
た
。
そ
の
教
え
を
信
頼
し
、
信
念
が
実
を

結
べ
ば
霊
的
光
明
に
触
れ
て
、
無
明
は
な
く
な
り
光
明
の
人
と
な
る
。

　

我
が
国
民
は
、
外
来
の
文
明
に
よ
っ
て
外
部
は
進
歩
し
た
が
、
宗

教
・
道
徳
の
本
源
は
未
だ
進
歩
し
て
い
な
い
。
宗
教
は
人
類
の
内
的

生
活
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
状
を
か
ん
が
み
て
、
こ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
信
仰
団
体
を
結
成
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

弁
栄
の
時
代
認
識
の
確
か
さ
、
最
も
的
確
な
教
え
と
し
て
訴
え
て

い
る
。
ま
さ
に
時
期
相
応
の
教
え
が
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の

認
識
内
容
は
現
代
も
改
め
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
か
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
弁
栄
の
法
然
上
人
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。
彼
が
法

然
浄
土
教
に
対
し
て
、
自
ら
の
理
解
を
具
現
し
、
そ
の
再
考
を
真
正

面
か
ら
取
り
組
ん
だ
一
例
が
『
宗
祖
の
皮
髄
』
の
講
述
で
あ
り
ま
す
。
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弁
栄
が
光
明
会
を
立
ち
上
げ
た
二
年
後
の
大
正
五
年
に
知
恩
院
の

高
等
教
学
講
習
会
の
講
師
と
し
て
招
か
れ
ま
す
。「
浄
土
教
義
の
信

仰
」
と
い
う
名
の
講
座
を
担
当
し
、
そ
の
講
題
が
「
宗
祖
の
皮
髄
」

で
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
講
師
の
任
命
が
宗
門
か
ら
公
表
さ
れ
る
と
宗
門
の
異
論
が

湧
き
立
ち
ま
す
。
光
明
会
の
趣
意
書
に
も
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
こ

れ
は
浄
土
宗
の
宗
義
に
反
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
が
噴
出
し
た
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
の
教
学
部
長
竹
石
耕
善
は
、
噂
の
よ
う
に
、
聖
者
が
異
安
心
で

あ
る
か
な
い
か
、
直
接
こ
の
話
を
聞
い
て
、
判
断
す
る
に
は
大
変
よ

い
機
会
で
は
な
い
か
。
た
だ
巷
談
、
巷
で
言
っ
て
い
る
噂
話
に
頼
ら

ず
に
、
ま
ず
聞
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
事

は
決
着
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
講
説
後
に
『
宗
祖
の
皮
髄
』
は
知
恩
院
法
教
科
か
ら
出
版

さ
れ
ま
す
。
皮
髄
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
り
ま
す
。

　
「
慎
ん
で
お
も
ん
み
る
に
我
等
何
の
幸
い
に
か
宗
祖
の
ご
と
き
霊

的
人
格
を
備
え
給
え
る
大
偉
人
の
末
裔
と
し
て
清
き
血
脈
を
相
承
し
、

清
き
吉
水
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
を
得
た
る
。
我
等
宗
祖
の
清
き
生
命
、

霊
的
人
格
を
欣
慕
し
て
や
ま
ず
。
つ
い
て
は
宗
祖
の
霊
的
人
格
の
内

容
、
実
質
は
い
か
な
る
要
素
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
し
か
。
宗
祖
の
霊

的
内
容
の
豊
富
な
る
が
如
く
、
我
ら
は
我
ら
の
信
念
を
養
い
、
宗
祖

の
霊
的
実
質
を
充
実
す
る
ご
と
く
我
ら
は
宗
教
心
を
充
実
せ
ん
こ
と

を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。」

　

こ
の
よ
う
な
文
章
で
著
述
の
根
本
的
な
動
機
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
講
題
の
所
以
が
、
こ
れ
有
名
な
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

達
磨
大
師
の
門
下
に
得
道
の
浅
深
を
品
評
し
た
故
事
を
示
し
た
後
、

「
我
等
、
宗
祖
に
血
脈
を
受
け
て
、
安
心
起
行
を
同
じ
ゅ
う
す
る
も
、

あ
る
い
は
宗
祖
の
皮
に
接
す
る
あ
り
。
あ
る
い
は
肉
に
、
骨
に
接
す

る
、
あ
る
い
は
髄
に
接
す
る
も
の
あ
り
。
念
仏
三
昧
の
易
行
の
効
果

を
し
て
、
そ
の
所
詣
の
程
度
に
従
っ
て
宗
祖
に
触
れ
、
そ
の
分
に
応

じ
て
宗
祖
の
人
格
に
触
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
血
統
を
受
け
た
る
資
格

を
成
就
す
る
な
る
べ
し
。
ま
た
起
行
に
し
て
い
よ
い
よ
進
む
と
き
は
、

造
詣
す
る
と
こ
ろ
ま
す
ま
す
深
き
に
至
ら
ん
。
こ
の
程
度
は
や
が
て

最
後
の
試
金
石
と
も
な
る
往
生
の
日
に
九
品
の
階
級
と
な
る
所
以
な

ら
ん
。
故
に
我
等
は
安
心
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
効
果
の
内
容
を
豊

富
に
し
、
実
質
の
充
実
を
奨
励
す
る
も
の
な
り
。
よ
っ
て
講
題
を
宗

祖
の
皮
髄
と
顕
し
た
る
所
以
な
り
。」

　

安
心
と
と
も
に
念
仏
三
昧
の
起
行
の
効
果
に
よ
っ
て
宗
祖
の
人
格

に
触
れ
る
度
合
い
が
異
な
る
か
ら
、
起
行
の
内
容
を
充
実
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
進
化
の
過
程
を
宗
祖
の
霊
的
な
宗
教
経
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験
の
世
界
を
歌
っ
た
和
歌
を
通
し
て
解
明
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　

法
然
は
『
選
択
集
』
を
撰
述
し
、
安
心
起
行
の
要
義
を
述
べ
ま
し

た
。
法
然
自
身
は
当
然
そ
の
内
容
を
自
ら
批
判
し
、
吟
味
し
た
上
で

浄
土
教
義
を
形
成
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
組
織
的
に
論
述
し
な
か
っ

た
た
め
に
門
下
は
そ
の
理
解
の
異
な
り
か
ら
分
裂
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

弁
栄
は
、
明
確
に
「
二
祖
聖
光
、
鎮
西
国
師
を
通
じ
て
宗
祖
の
正

統
を
稟
く
る
を
得
べ
し
。
よ
っ
て
安
心
起
行
の
形
式
は
授
手
印
を
基

礎
と
す
る
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
椎
尾
弁
匡
氏
の
略
歴
を
申
し
上
げ
ま
す
。
彼
は
明
治
九
年
に

生
ま
れ
、
昭
和
四
十
六
年
に
九
十
五
歳
の
生
涯
を
終
わ
り
ま
す
。
そ

の
間
、
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
り
つ
つ
、
仏
教
学
者
、
社
会
啓
蒙
思
想
家
、

共
生
運
動
の
指
導
者
、
師
表
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
教
育
者
、
政
治
家
、

国
会
議
員
、
大
正
大
学
教
授
と
し
て
宗
教
学
、
哲
学
研
究
室
の
主
任
、

学
部
長
を
経
て
、
三
期
に
わ
た
っ
て
学
長
を
務
め
、
ま
た
大
本
山
清

浄
華
院
、
増
上
寺
の
法
主
な
ど
、
多
面
的
な
分
野
で
活
躍
を
さ
れ
ま

す
。

　

そ
の
生
涯
の
略
伝
は
氏
の
喜
寿
記
念
、『
椎
尾
博
士
と
共
生
』
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
辿
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
正
期
に
お

け
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
不
安
と
思
想
界
の
混
乱
、
そ
し
て

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
中
・
戦
後
の
未
曾
有
の
日
本
社
会
の
激
動
期

を
背
景
に
し
て
国
民
覚
醒
運
動
や
共
生
会
の
信
仰
運
動
は
進
め
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

　

師
は
、
百
二
十
に
及
ぶ
著
述
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
三
十

数
編
の
仏
教
学
術
書
を
除
け
ば
、
そ
の
大
半
は
宗
教
思
想
の
啓
蒙
と

信
仰
書
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
社
会
の
宗
教
と
い
う
こ
と
を
標
榜
し
ま

す
。

　

大
正
十
五
年
の
著
述
に
「
社
会
共
存
の
人
生
に
あ
っ
て
、
人
間
生

活
の
中
に
大
き
な
光
と
力
を
掲
げ
る
も
の
が
宗
教
で
あ
る
。
故
に
宗

教
は
必
ず
社
会
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
個
人
解
脱
を
考

え
た
の
は
、
社
会
発
達
の
一
階
梯
で
あ
っ
て
、
究
竟
相
で
は
な
い
。

究
竟
は
、
究
極
は
た
だ
社
会
的
事
象
で
あ
っ
て
、
社
会
的
に
解
脱
し
、

真
の
共
生
を
全
う
す
べ
き
で
あ
る
。
仏
教
は
根
本
よ
り
こ
れ
を
主
張

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

思
想
信
仰
の
啓
蒙
書
の
中
に
は
、
氏
の
教
化
講
演
録
の
出
版
が
多

い
が
、
こ
れ
も
共
生
の
信
念
に
立
っ
て
、
常
に
社
会
の
動
静
を
見
据

え
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
行
動
し
た
記
録
で
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
学
者
は
日
本
の
近
代
に
お
け
る
信
仰
運
動
を
二
つ
の
タ
イ
プ

に
分
け
て
い
ま
す
。
一
つ
は
清
沢
満
之
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
内
面

的
、
個
人
的
な
体
験
の
世
界
へ
沈
潜
し
て
い
く
タ
イ
プ
。
こ
れ
は
山
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崎
弁
栄
に
当
た
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
積
極
的
に
社
会
に
向
か
っ
て
働
き
掛
け
る
方
向
で

あ
り
ま
す
。
高
島
米
峰
、
渡
辺
海
旭
ら
の
新
仏
教
運
動
が
こ
れ
に
当

た
り
ま
す
。
椎
尾
弁
匡
先
生
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
捉
え
ら
れ
る
か
と

思
い
ま
す
。

　

さ
て
椎
尾
先
生
の
思
想
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
有
名
な
「
こ
こ
ろ

生
き　

身
生
き　

事
生
き　

物
も
生
き　

人
み
な
生
き
る　

共
生
き

の
里
（
国
）」「
時
は
今　

処
あ
し
も
と　

そ
の
こ
と
に　

打
ち
込
む

い
の
ち　

と
わ
の
み
い
の
ち
」

　

椎
尾
の
詠
ん
だ
和
歌
の
う
ち
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
、
彼
の
思
想
信

仰
を
端
的
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
、
一
切
の
死
ん
で

い
る
も
の
を
棄
却
し
て
、
全
て
が
本
当
に
生
き
て
や
ま
な
い
覚
醒
進

歩
の
仏
国
浄
土
、
す
な
わ
ち
共
生
世
界
の
実
現
を
願
い
、
後
者
は
日

常
の
業
務
生
活
に
真
実
の
人
間
の
生
き
る
道
が
あ
る
。
そ
こ
に
永
遠

の
命
を
見
出
そ
う
と
い
う
業
務
念
仏
の
あ
り
様
を
歌
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
業
務
生
命
は
彼
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。
椎
尾
は
共
生

の
実
践
の
中
核
を
人
間
が
従
事
す
る
業
務
す
な
わ
ち
労
働
に
見
出
し

て
い
ま
す
。「
業
務
す
な
わ
ち
仕
事
は
私
の
生
命
で
あ
り
、
国
家
の

生
命
で
あ
り
、
社
会
の
生
命
で
あ
り
、
全
人
類
の
生
命
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
天
地
の
大
生
命
で
あ
る
。」
と
説
き
ま
す
。

　

生
き
る
こ
と
は
業
務
に
現
れ
て
満
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
業
務
労

働
に
対
す
る
宗
教
的
意
義
付
け
は
西
欧
の
宗
教
改
革
に
よ
る
近
代
的

な
職
業
観
へ
の
転
換
に
見
ら
れ
、
一
方
大
乗
仏
教
に
は
「
資
生
産
業

即
仏
法
」、
生
活
に
役
立
つ
こ
と
、
生
産
活
動
が
そ
の
ま
ま
仏
法
だ

と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
日
本
に
至
る
ま
で
仏
教
思
想
史

に
点
在
し
ま
す
。

　

彼
は
共
生
道
の
中
に
業
務
道
が
飛
び
離
れ
て
は
共
生
道
で
な
く
な

る
。
こ
の
業
務
が
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
一
番
大
事
で
あ
る
と
述

べ
て
、「
業
務
即
念
仏
」
の
実
践
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
対
社
会
性
を
重
視
し
た
業
務
念
仏
の
主
張
は
、
大
正

の
後
期
よ
り
昭
和
の
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
混
乱
し
た
日
本
社
会
の

正
常
化
と
危
機
的
状
況
か
ら
の
脱
却
を
は
か
り
、
国
家
の
復
興
を
目

標
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

椎
尾
は
常
に
浄
土
教
が
時
代
を
指
導
し
得
る
力
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
生
き
ま
し
た
。
共
生
の
業
務
念
仏
の
実
践

は
当
時
に
限
っ
て
の
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
時
代
を
越
え
る
普

遍
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

九
月
号
の
『
浄
土
宗
新
聞
』
に
伊
賀
の
農
家
か
ら
百
姓
づ
く
り
一

枚
起
請
文
で
し
た
か
、
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
し
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た
。
業
務
に
宗
教
的
意
義
を
見
出
す
、
農
作
業
に
宗
教
的
な
意
義
を

見
出
す
。
一
枚
起
請
文
に
な
ぞ
ら
え
て
、
農
民
が
そ
う
い
う
も
の
を

作
っ
て
い
た
こ
と
も
業
務
念
仏
の
あ
り
よ
う
の
一
例
を
示
す
も
の
か

と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
椎
尾
先
生
の
浄
土
教
は
共
生
浄
土
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
業
務
即
念
仏
を
説
く
け
れ
ど
も
、
椎
尾
の
念
仏
観
は
宗
祖

法
然
の
教
え
を
相
承
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
法
然
上
人
の

史
実
に
見
る
ご
と
く
の
最
後
、
臨
終
に
至
る
ま
で
の
生
涯
を
貫
い
た

正
念
相
続
の
念
仏
で
あ
る
。

　

念
仏
生
活
は
、
念
々
の
生
活
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
、
別
時
の
念
仏
で
は
な
く
平
常
の
念
仏
が

法
然
の
真
髄
で
あ
る
と
し
ま
す
。

　

ま
た
称
名
は
、
阿
弥
陀
仏
助
け
給
え
と
の
思
い
を
込
め
て
唱
え
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
体
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
は
無
量
寿
の
覚
者

で
あ
る
。
今
、
現
に
十
方
世
界
に
無
碍
に
光
照
し
て
知
力
と
な
り
、

研
究
と
な
り
、
覚
醒
と
な
る
。
私
ど
も
が
愚
暗
の
中
に
一
筋
の
光
明

を
得
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
弥
陀
の
無
量
光
明
が
こ
こ
に
も
到

達
し
、
顕
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
の
ご
と
く
、
刻
々
に
相
承
し
、
発
展
し
、
進
化
せ
し
め
ら
る

る
が
生
命
で
あ
り
、
生
命
の
究
極
な
き
が
弥
陀
の
無
量
寿
で
あ
る
。

か
か
る
無
量
寿
の
大
正
覚
者
を
阿
弥
陀
仏
と
申
し
奉
る
、
と
捉
え
て

こ
れ
に
帰
命
す
る
こ
と
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
で
あ
る
と
言
い
ま

す
。

　

そ
し
て
念
仏
の
う
ち
に
全
力
を
如
来
に
託
し
て
働
く
者
に
の
み
生

き
た
念
仏
が
あ
る
と
説
い
て
、
常
に
業
務
と
の
関
わ
り
を
忘
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。

　

共
生
会
の
運
動
は
、
日
常
的
、
社
会
的
な
業
務
生
活
の
上
に
阿
弥

陀
仏
の
真
実
生
命
を
拝
み
、
感
謝
し
、
感
得
し
て
い
く
新
し
い
浄
土

教
信
仰
で
あ
り
ま
す
。
椎
尾
弁
匡
の
学
問
と
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
、

ま
た
彼
の
超
人
的
な
活
躍
に
よ
っ
て
日
本
全
国
に
共
鳴
・
同
信
を
得

た
有
信
有
業
、
信
仰
が
あ
り
行
動
が
あ
る
、
そ
う
い
う
教
育
・
教
化

の
運
動
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
日
本
の
近
現
代
化
に
見
る
実
験
と
い
う
一
つ
の
原
理
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
山
崎
弁
栄
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』
の
序
説

に
次
の
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
安
心
起
行
の
法
を
よ
く
心
得
る
は
、
浄
土
へ
行
く
道
案
内
記
で

あ
る
。
浄
土
の
道
に
就
く
者
は
そ
の
功
果
と
し
て
道
程
の
経
験
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
霊
界
に
お
け
る
浄
土
の
道
中
に
就
く
人
も
そ

の
心
霊
に
お
け
る
功
果
の
程
度
だ
け
に
何
か
、
そ
れ
な
り
の
経
験
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
道
家
は
、
多
く
の
信
者
を
誘
導
し
て
、
浄



─ 15 ─

土
の
道
に
就
く
と
こ
ろ
の
案
内
者
で
は
な
い
の
か
。」
と
説
き
始
め

ま
す
。

　

浄
土
往
生
の
要
諦
は
安
心
起
行
の
法
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
道
案
内
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
案
内
記
に
従
っ

て
実
際
に
現
地
を
歩
き
、
案
内
の
記
す
る
と
こ
ろ
を
視
察
し
、
そ
の

光
景
に
感
動
し
て
み
な
け
れ
ば
、
案
内
記
の
真
偽
を
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
人
の
心
霊
界
に
お
け
る
浄
土
観
照

も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
伝
道
家
も
ま
た
信
者
を
誘
導
す
る
の
に
道
中

の
現
場
体
験
が
必
要
だ
。

　

こ
の
文
に
付
け
ら
れ
た
節
名
は
「
浄
土
の
道
し
る
べ
と
道
中
の
実

験
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
実
験
の
意
味
は
、
あ
と
の
文

中
に
「
道
中
の
慰
め
」
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
体
験
の
功
果
あ

る
い
は
神
秘
的
な
経
験
を
指
す
霊
験
の
意
味
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

ご
ざ
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
現
代
人
が
実
験
と
い
う
言
葉
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
実

験
室
、
科
学
実
験
、
あ
る
い
は
物
騒
な
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
等
、
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
近
現
代
文
化
を
背
景
と

し
た
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

実
験
の
意
味
は
岩
波
の
『
哲
学
思
想
事
典
』
を
引
き
ま
す
と
、
科

学
の
理
論
を
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
た
り
、
逆
に
反
発
し
た
り
す
る

手
段
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
、
と
い
う
一
般
的
な
説
明
が
ま
ず
あ

り
、
科
学
方
法
論
と
し
て
の
説
明
が
続
き
ま
す
。

　

別
の
事
典
に
は
、
仮
説
を
証
明
す
る
手
段
と
簡
潔
に
説
か
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
実
験
、
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
ト
は
西
洋
の
科
学
と
そ
の
思
想

に
と
っ
て
重
要
な
方
法
、
手
段
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
近
代
化
は
西
洋
文
化
の
も
た
ら
し
た
科
学
技

術
の
恩
恵
に
浴
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
同
様
に

科
学
に
お
け
る
実
験
も
ま
た
近
代
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
科
学
と
宗
教
は
ど
う
関
わ
る
の
か
。
直
截
に
言
え
ば
、

宗
教
の
近
代
化
と
科
学
に
お
け
る
実
験
は
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
当
面
の
課
題
で
あ
る
仏
教
ま
た
は
キ
リ

ス
ト
教
の
近
代
化
と
実
験
の
関
わ
り
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
見
る
実
験
の
意
味
か
ら
考
え
て
み

ま
す
。
そ
こ
で
内
村
鑑
三
と
綱
島
梁
川
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

内
村
鑑
三
は
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
伝

道
家
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
自
ら
の
任
務
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道

に
つ
い
て
、「
伝
道
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
実
は
信

者
で
は
な
い
。
伝
道
は
我
が
心
に
実
験
せ
し
神
の
救
い
を
世
に
発
表

す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
そ
の
意
味
を
定
義
し
ま
す
。



─ 16 ─

　

そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
何
か
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
理
論
に

あ
ら
ず
し
て
、
事
実
な
り
。
実
験
な
り
。
理
論
の
み
を
も
っ
て
キ
リ

ス
ト
教
を
悟
ら
ん
と
す
る
の
は
、
理
論
の
み
を
も
っ
て
化
学
を
研
究

せ
ん
と
す
る
が
如
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
何
た
る
か
を
了
解
し
あ
た
わ

ざ
る
な
り
。」
と
述
べ
て
、
ま
さ
に
近
代
を
誕
生
さ
せ
た
科
学
の
実

験
を
例
示
し
ま
す
。

　

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
理
論
で
は
な
く
、
心
霊
上
の
事
実
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
実
験
す
る
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の

修
養
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
修
養
第
一
は
祈

祷
で
あ
る
。
祈
り
で
あ
る
。
我
ら
の
修
養
の
第
二
は
聖
書
の
研
究
で

あ
る
。
我
ら
の
修
養
第
三
は
労
働
で
あ
る
。
労
働
は
我
ら
の
信
仰
を

確
か
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
を
固
め
る
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。
労
働
は
信
仰
の
実
験
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
書
斎
の

宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
寺
院
・
教
会
の
宗
教
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
キ
リ
ス
ト
教
は
実
際
の
宗
教
で
あ
り
ま
す
。」

　

ま
た
内
村
は
科
学
者
と
し
て
神
秘
主
義
に
対
し
て
距
離
を
置
く
立

場
を
取
り
ま
す
。
次
に
紹
介
す
る
綱
島
梁
川
の
見
神
体
験
、
神
を
見

た
と
い
う
体
験
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
神
秘
体
験
に
は
疑
い
を

抱
い
た
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

綱
島
梁
川
は
、
哲
学
思
想
家
、
倫
理
学
者
と
し
て
の
業
績
が
大
変

多
く
あ
り
ま
す
が
、
晩
年
は
宗
教
思
想
家
で
あ
り
ま
す
。
若
く
し
て

洗
礼
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
な
っ
た
が
、
一
時
教
会
か
ら
遠

ざ
か
っ
た
。
二
十
三
歳
の
と
き
喀
血
し
、
入
院
中
に
牧
師
・
海
老
名

弾
正
を
知
り
、
闘
病
生
活
の
中
で
宗
教
心
が
よ
み
が
え
っ
た
。
明
治

三
十
七
年
、
三
十
一
歳
で
最
初
の
見
神
体
験
を
し
、
都
合
三
回
、
経

験
し
ま
す
。

　

彼
の
記
録
が
世
に
発
表
さ
れ
ま
す
と
、
多
く
の
識
者
の
感
想
が
寄

せ
ら
れ
て
、
一
冊
の
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

彼
の
述
べ
る
見
神
実
験
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
当
の
刹
那
、
余
は
実
に
我
な
ら
ぬ
我
と
な
り
ぬ
。
そ
の
と
き
筆
を

動
か
せ
る
。」
書
き
物
を
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　
「
筆
を
動
か
せ
る
我
は
最
早
今
の
今
ま
で
の
慣
れ
親
し
み
た
る
現

実
の
我
、
凡
習
の
我
に
あ
ら
ず
し
て
、
直
下
に
宇
宙
の
中
心
よ
り
火

の
如
き
活
事
実
と
し
て
現
前
し
来
れ
る
一
大
霊
的
活
物
な
り
し
な

り
。」

　

こ
れ
は
「
見
神
の
意
義
及
び
方
法
」
と
い
う
題
の
付
い
た
一
文
で

あ
り
ま
す
。

　

見
神
と
は
一
大
霊
的
活
物
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
言
う
と
述
べ
ま

す
。
ま
た
見
神
の
意
識
内
容
に
つ
い
て
は
、
凡
神
的
と
超
神
的
の
二

面
が
あ
る
と
し
て
「
余
の
見
神
の
意
識
が
凡
神
的
に
な
る
と
同
時
に
、
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ま
た
超
神
的
な
る
こ
と
を
了
し
た
る
べ
し
。」
そ
の
神
は
内
在
す
る

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
外
在
す
る
、
二
つ
の
神
が
あ
る
と
も
言
い
ま

す
。

　

彼
が
見
神
の
実
験
に
よ
っ
て
得
た
も
の
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、

「
天
人
・
父
子
の
関
係
を
実
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
。
天
人
と

親
子
、
父
子
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
験
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
、
自
ら
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
得
た
と
い
う
。

　
「
第
二
に
余
は
見
神
の
実
験
に
よ
り
て
神
の
精
神
的
人
格
性
を
自

証
す
る
こ
と
を
得
た
り
。」
神
の
実
在
と
客
観
的
存
在
な
る
こ
と
を

自
覚
し
た
と
述
べ
ま
す
。

　
「
第
三
は
、
永
生
の
確
信
」
死
な
な
い
命
を
得
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。「
こ
れ
ま
た
余
が
見
神
の
実
験
に
よ
っ
て
得
た
る
一
証

果
な
り
。」
と
永
生
の
確
信
を
述
べ
る
こ
と
は
、
仏
教
者
の
宗
教
体

験
に
も
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
仏
教
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

原
坦
山
と
清
沢
満
之
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。
明
治
期
の
仏

教
者
は
、
文
明
開
化
に
対
応
し
て
、
啓
蒙
思
想
を
展
開
し
た
。
そ
の

一
つ
に
伝
統
的
な
教
学
に
対
し
て
、
独
自
の
新
し
い
角
度
か
ら
仏
教

を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

原
坦
山
は
曹
洞
宗
の
僧
で
あ
り
ま
す
。
出
家
す
る
以
前
に
江
戸
の

昌
平
黌
に
入
っ
て
、
倫
理
学
と
し
て
の
儒
教
、
ま
た
多
紀
安
叔
の
塾

で
医
学
を
学
び
ま
し
た
。
さ
ら
に
京
都
に
お
い
て
蘭
方
医
小
森
宗
二

に
つ
い
て
、
解
剖
実
験
に
基
づ
く
西
洋
医
学
を
学
び
ま
し
た
。

　

明
治
十
二
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
初
め
て
印
度
哲
学
科
が
設
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
当
時
の
総
長
加
藤
弘
之
は
原
坦
山
を
そ
の
担
当

者
に
推
薦
し
ま
す
。
坦
山
は
印
度
哲
学
の
名
の
下
で
仏
教
論
書
の

『
大
乗
起
信
論
』
を
講
じ
、「
仏
教
と
自
然
科
学
の
関
係
」
を
テ
ー
マ

に
唯
識
論
を
講
じ
ま
す
。

　

し
か
し
坦
山
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は
突
如
と
し
て
発
案
さ
れ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
近
代
西
洋
文
明
が
、
明
治
維
新

に
よ
っ
て
伝
来
す
る
以
前
か
ら
、
実
験
、
実
証
主
義
を
導
入
、
実
験

が
彼
の
合
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
仏
教
の
心
識
論
の
研
究
を
行
い
、『
無
明
論
』、『
心
識
論
』

を
著
述
し
、
ま
た
維
新
後
に
記
し
た
『
惑
病
同
源
論
』
あ
る
い
は

『
脳
背
異
体
論
』
そ
し
て
『
心
性
実
験
論
』
等
々
、
実
験
・
実
証
の

立
場
に
立
っ
た
考
証
を
重
ね
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
下
、
川
口
高
風
師
の
解
説
に
よ
っ
て
坦
山
の
仏
教
研
究
の
独
特

な
所
説
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
坦
山
の
仏
教
思
想
は
、
自
ら
『
心
識

論
』
に
言
う
よ
う
に
、
経
論
に
説
か
な
い
と
こ
ろ
を
西
洋
の
学
説
を

取
捨
し
て
、
仏
教
の
真
意
を
捉
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
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れ
を
坦
山
は
実
験
・
実
証
と
表
現
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
心
性
実
験
論
』
に
は
、
心
を
実
験
的
に
研
究
し
て
不
覚
心
、
和

合
心
、
浄
覚
心
と
い
う
三
つ
の
心
、
定
ま
ら
な
い
心
、
和
し
た
心
、

清
ら
か
に
目
覚
め
た
心
の
三
つ
に
分
け
、
そ
の
作
用
の
行
わ
れ
る
場

所
は
脳
に
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
人
間
が
惑
に
陥
り
、
病
気
に
な
る
の
は
、
共
に
脊
髄
の
液

が
逆
流
し
て
脳
髄
に
入
り
、
脳
液
と
混
淆
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の

源
は
同
一
で
、
医
学
で
は
解
剖
に
よ
っ
て
実
験
し
て
脳
脊
の
同
体
で

あ
る
こ
と
を
説
く
。

　

ま
た
惑
・
病
の
同
源
な
る
こ
と
を
説
き
、
惑
を
除
け
ば
病
は
生
ず

る
こ
と
は
な
い
と
言
い
ま
す
。

　

病
は
人
間
の
体
に
異
常
を
生
ず
る
も
の
で
、
惑
は
人
間
の
心
に
異

常
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
の
異
常
を
生
ず
る
惑
、
つ
ま
り

迷
い
と
体
に
異
常
を
生
ず
る
病
は
全
く
別
物
で
は
な
く
、
心
の
病
、

す
な
わ
ち
煩
悩
を
解
脱
し
て
悟
り
を
開
く
な
ら
ば
体
の
病
も
な
く
な

る
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
坦
山
の
説
は
、
仏
教
の
教
説
と
実
験
主
義
的
西
洋
の

学
説
と
は
異
な
ら
な
い
と
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
坦
山
は

伝
統
的
解
釈
の
仏
教
学
に
対
し
て
実
験
的
仏
教
研
究
を
行
い
、
明
治

維
新
に
よ
る
新
し
い
日
本
国
家
の
思
想
文
化
の
中
に
仏
教
を
位
置
付

け
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

清
沢
満
之
は
、
近
代
仏
教
信
仰
の
樹
立
者
と
言
わ
れ
、
そ
の
宗
教

的
信
念
は
精
神
主
義
と
呼
ば
れ
、
一
世
を
風
靡
し
、
今
も
大
き
な
影

響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
大
谷
派
の
学
僧
で
、
哲
学
者
、
仏
教

思
想
家
、
ま
た
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。

　

彼
は
明
治
二
十
一
年
二
十
六
歳
の
と
き
に
東
本
願
寺
の
要
請
で
京

都
府
立
尋
常
小
学
校
の
校
長
と
し
て
赴
任
し
ま
す
。
同
年
清
沢
や
す

と
結
婚
、
三
河
大
浜
の
西
方
寺
に
入
っ
た
。
二
十
八
歳
の
と
き
校
長

を
稲
葉
昌
丸
に
託
し
て
辞
職
し
、
平
教
員
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
禁

欲
主
義
の
修
道
生
活
を
始
め
ま
す
。

　

明
治
二
十
四
年
、
母
た
き
の
死
後
、
そ
の
忌
中
精
進
を
期
に
彼
の

禁
欲
主
義
は
常
識
を
超
え
る
ほ
ど
に
厳
し
さ
を
増
し
ま
す
。「
ミ
ニ

マ
ム
・
ポ
ッ
シ
ブ
ル
」（
最
小
限
可
能
な
生
活
）、
少
欲
知
足
の
徹
底

で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
「
実
験
」
は
当
時
の
彼
の
標
語
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
精
神

が
学
問
的
に
結
実
し
た
の
が
最
初
期
の
思
想
を
示
す
著
書
『
宗
教
哲

学
骸
骨
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
生
活
ぶ
り
は
、
食
事
の
場
合
、
麦
飯

に
一
菜
の
質
素
な
も
の
で
、
加
え
て
塩
を
断
ち
、
煮
炊
き
を
と
め
て
、

そ
ば
粉
を
水
に
溶
か
し
て
食
べ
る
、
松
脂
を
な
め
る
と
い
う
徹
底
的

な
実
験
を
試
み
て
い
ま
す
。
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人
見
忠
次
郎
の
伝
に
よ
り
ま
す
と
、「
師
は
毎
度
、
実
験
は
面
白

い
こ
と
で
あ
る
。
自
分
に
寄
せ
ら
れ
た
る
書
簡
の
中
に
こ
の
ご
ろ
は

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
実
験
中
な
り
云
々
と
い
う
こ
と
が
時
に
あ
る
。

師
が
か
つ
て
一
枚
歯
の
木
履
を
穿
ち
、
黒
染
め
の
衣
を
着
し
て
、
朝

早
く
本
山
に
参
詣
せ
ら
れ
る
の
も
、
肉
食
を
廃
し
て
、
日
を
送
ら
れ

た
る
も
皆
、
実
験
上
、
聖
道
門
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ

た
も
の
な
る
は
言
う
ま
で
も
な
し
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
満

之
が
「
実
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の
は
確
実
で
人
を
納
得
さ
せ

る
」
と
い
う
の
は
、
西
洋
哲
学
を
学
問
と
し
、
そ
の
科
学
的
方
法
論

に
も
造
詣
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
彼
な
ら
で
は
の
思
考
と
言
え
ま
し
ょ

う
。

　

実
験
の
手
法
は
、
彼
の
こ
の
時
期
の
生
活
に
様
々
に
表
れ
て
い
ま

す
。
彼
の
禁
欲
生
活
は
清
貧
の
実
験
で
あ
り
、
自
己
に
対
す
る
鍛
錬

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
同
時
に
安
逸
に
流
れ
る

僧
風
の
現
状
へ
の
反
省
を
迫
る
批
判
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
満
之
の
行
動
は
、
自
力
を
否
定
す
る
他
力
信
仰
か
ら

外
れ
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』

あ
る
い
は
『
歎
異
抄
』、『
阿
含
経
』
を
わ
が
三
部
経
と
し
て
座
右
に

置
い
た
彼
に
と
っ
て
は
、
仏
陀
へ
の
回
帰
と
出
家
精
神
へ
の
体
得
を

願
う
行
為
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

山
崎
弁
栄
の
実
験
に
つ
い
て
申
し
ま
す
。

　

弁
栄
が
用
い
た
実
験
と
い
う
言
葉
の
一
例
を
こ
の
章
の
初
め
に
申

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
に
伝
統
的
に
あ
る
霊
験
に
近
い
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
著
作
中
に
は
い
か
に
も
彼
ら
し
い
実

験
観
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
数
例
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
西
洋
文
化
と
し
て
の
生
理
学
、
解
剖
学
、
心
理
学
を
も
っ
て

人
間
の
心
を
観
察
す
る
所
説
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。「
精
神
い
な

心
理
に
人
類
と
他
動
物
の
共
通
な
る
と
こ
ろ
、
特
殊
な
る
と
こ
ろ
と

を
別
っ
て
み
れ
ば
、
仏
教
は
心
を
四
つ
の
位
に
区
別
し
て
い
る
。
四

つ
の
位
と
は
、
肉
団
心
、
縁
慮
心
、
集
起
心
、
真
実
心
で
す
。」

　

ま
ず
、
肉
団
、
肉
の
塊
で
す
。「
こ
れ
は
人
の
心
を
脳
髄
、
神
経

等
の
生
理
学
ま
た
解
剖
学
に
て
説
明
し
得
ら
る
る
範
囲
に
お
け
る
心

で
あ
る
。」、
つ
ま
り
肉
体
を
物
質
と
し
て
見
た
心
で
あ
り
ま
す
。

　
「
縁
慮
心
と
集
起
心
と
は
、
心
理
学
ま
た
は
認
識
哲
学
等
で
研
究

し
得
ら
る
る
方
面
か
ら
精
神
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

　

真
実
心
は
我
ら
一
切
人
類
の
心
性
は
、
元
々
宇
宙
絶
対
的
な
る
大

心
霊
を
根
底
と
し
て
お
る
。
故
に
も
し
真
実
心
を
開
発
し
て
み
れ
ば
、

自
性
清
浄
に
し
て
自
性
即
仏
で
あ
る
と
い
う
如
く
、
ま
た
大
悟
徹
底

と
言
う
は
、
肉
団
心
や
縁
慮
心
等
の
常
識
的
な
心
の
あ
り
方
の
範
囲

で
は
な
い
。
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自
己
の
心
体
が
絶
対
な
る
宇
宙
全
一
の
真
心
た
る
こ
と
を
発
見
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
凡
夫
は
前
の
三
つ
の
位
の
心
ば
か
り
を
自
我
と

し
て
考
え
、
生
滅
の
方
面
ば
か
り
を
見
て
い
る
。」
と
言
い
ま
す
。

　
「
真
実
の
信
仰
は
下
階
、
一
番
下
が
天
性
、
中
階
、
真
ん
中
が
理

性
、
上
階
が
霊
性
、
の
三
つ
の
階
級
が
あ
り
本
当
の
信
仰
は
霊
性
に

至
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
宗
教
の
学
者
は
多
い
が
、
真

実
の
宗
教
家
、
す
な
わ
ち
霊
的
実
験
を
得
た
宗
教
者
は
少
な
い
。」

と
言
い
ま
す
。

　
「
学
説
」、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
得
た
学
説
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
典
の
説
く
と
こ
ろ
の
法
と
し
て
の
学
説
で
あ
り

ま
す
。

　
「
そ
れ
は
古
人
の
霊
的
経
験
を
言
語
を
も
っ
て
伝
説
し
た
る
も
の

で
あ
る
。
喩
え
ば
仏
教
の
経
典
の
中
に
最
も
盛
ん
に
唱
導
さ
れ
て
お

る
部
分
は
、
仏
陀
釈
尊
が
三
昧
定
中
の
経
験
を
文
字
に
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
喩
え
ば
華
厳
経
に
盧
舎
那
如
来
の
元
に
無
量
の
菩
薩
等

が
集
合
し
て
大
方
広
経
を
説
き
給
う
広
大
無
辺
の
蓮
華
蔵
世
界
に
て

も
、
こ
れ
釈
尊
の
華
厳
三
昧
中
の
消
息
で
あ
る
。」

　

仏
陀
釈
尊
の
三
昧
定
中
の
経
験
を
文
字
に
し
た
も
の
が
経
典
だ
と

言
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
自
然
界
の
事
物
の
理
は
、
人
の
理
性
に
て
理
解
し
、
か
つ
実
験

し
得
ら
る
る
け
れ
ど
も
、
心
霊
界
の
事
実
は
霊
性
に
よ
ら
な
け
れ
ば

実
験
ま
た
実
感
し
得
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に
世
人
や
や
も
す
れ
ば
、

宗
教
の
真
理
を
学
問
を
も
っ
て
実
験
し
得
ら
る
る
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
、
甚
だ
誤
り
で
あ
る
。」

　

宗
教
の
真
理
は
学
問
を
も
っ
て
は
実
験
で
き
な
い
。
霊
性
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
信
に
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
仰
信
は
天
然
素
朴
な
信
心
で
あ

る
。
次
の
解
信
は
理
性
的
に
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
番

目
は
証
信
で
あ
り
ま
す
。
実
験
証
明
に
よ
り
て
体
得
す
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
証
信
と
は
何
か
、
と
言
い
ま
す
と
、

「
宗
教
上
の
真
理
、
す
な
わ
ち
如
来
の
実
在
を
実
験
、
実
証
の
上
に

立
つ
る
信
仰
、
そ
れ
が
証
信
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
て
聖
霊
に
感

じ
、
ま
た
啓
示
を
被
り
し
ご
と
き
神
の
実
在
を
証
す
。
仏
教
に
て
仏

知
見
開
示
も
ま
た
悟
道
見
性
等
も
、
あ
る
い
は
念
仏
三
昧
発
得
し
、

光
明
を
見
、
仏
の
相
好
を
観
見
す
る
と
き
の
如
き
を
言
う
。」
こ
れ

が
証
信
だ
と
。

　
『
聖
法
然
三
昧
発
得
記
』
に
「
別
時
念
仏
、
初
日
に
光
明
を
少
し

現
じ
、
第
二
日
に
水
想
観
を
自
然
成
就
し
…
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
た
だ
し
証
信
は
必
ず
し
も
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
至
誠
に
専
ら

念
仏
し
て
止
ま
ざ
る
と
き
は
必
ず
成
就
す
る
。
ま
た
た
と
え
仏
の
相
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好
光
明
及
び
荘
厳
の
相
を
観
見
、
そ
れ
を
見
な
く
て
も
、
深
く
信
じ

て
、
大
慈
悲
心
を
感
じ
、
ま
た
仏
心
と
相
応
し
て
法
悦
を
感
ず
る
如

き
に
至
れ
ば
、
こ
れ
は
実
験
の
信
仰
で
あ
る
」
と
。

　

必
ず
し
も
好
相
観
見
は
要
ら
な
い
。
人
の
精
神
の
奥
底
に
伏
せ
る

霊
性
開
発
し
、
精
神
を
一
転
し
て
、
霊
に
復
活
す
る
と
き
は
、
自
ず

か
ら
霊
感
を
得
て
、
証
信
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
。

　

弁
栄
は
仏
教
の
修
道
の
あ
り
様
と
し
て
言
わ
れ
る
如
実
修
行
あ
る

い
は
如
説
修
行
の
言
葉
の
内
容
と
し
て
、
霊
的
実
験
の
必
要
性
を
加

え
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
後
、
浄
土
宗
侶
の
あ
り
方
の
た
め
の
素
晴
ら
し
い
指
針
が
恐

ら
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
闘
わ
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
や
れ
ば
、

皆
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
特
効
薬
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
ま
ず
今
、
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
着
実
に
倦
む
こ
と
な
く
実

験
、
実
践
す
る
。
昔
か
ら
、
そ
れ
を
如
実
修
行
あ
る
い
は
如
説
修
行

と
言
い
伝
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

プ
リ
ン
ト
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
す
。　

　　

と
こ
ろ
で
過
日
、
畏
友
の
、
大
正
大
学
教
授
廣
澤
隆
之
氏
か
ら
真

言
宗
智
山
伝
法
院
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
出
版
『
近
代
仏
教

を
問
う
』（
春
秋
社
）
の
恵
贈
に
預
っ
た
。
氏
は
は
し
が
き
で
弘
法

大
師
空
海
の
代
表
作
『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
の
序
文
の
冒
頭
を
掲
げ
、

こ
こ
に
は
無
限
に
広
が
る
知
の
世
界
に
対
し
て
空
海
は
身
体
を
挙
げ

て
「
修
し
て
知
る
」（
覚
鑁
）
究
極
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
修
し
て
知
る
」
は
空
海
の
知
の
世
界
を
知
る
手
立
て
に
終
わ
ら

な
い
。
そ
れ
は
仏
教
修
道
の
過
程
に
生
ず
る
聞
思
修
三
慧
の
一
つ
修

慧
に
発
す
る
。
実
験
も
ま
た
「
修
し
て
知
る
」
こ
と
と
同
義
で
は
な

い
か
。
勿
論
、
称
名
念
仏
も
ま
た
「
修
し
て
知
る
」
に
至
る
の
で
あ

る
。

　　

私
、
三
十
年
程
住
ん
で
い
る
町
の
保
護
司
を
し
て
お
り
ま
す
。
師

匠
が
そ
の
前
に
二
十
年
間
、
や
っ
て
お
り
ま
し
て
の
で
、
親
子
で
五

十
年
以
上
、
町
の
更
生
保
護
、
刑
務
所
か
ら
刑
期
を
終
え
て
出
て
き

た
人
の
社
会
復
帰
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
仕
事
を
や
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

毎
年
七
月
一
日
か
ら
一
ヶ
月
間
、
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
が
全

国
で
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
中
に
も
大
勢
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
恒
例
な
の
が
市
内
の
小
学
校
、
中
学

校
を
回
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
啓
蒙
運
動
を
す
る
。
給
食
の
と
き
に
校

内
放
送
で
呼
び
掛
け
る
の
で
す
が
、
去
年
は
私
が
そ
れ
を
担
当
い
た

し
ま
し
た
。
数
分
間
の
ス
ピ
ー
チ
で
あ
り
ま
す
。
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「
こ
の
町
を
き
れ
い
に
す
る
の
は
あ
な
た
で
す
」
と
い
う
町
で
目

に
し
た
標
語
を
最
初
に
言
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
七
世
紀
の
イ
ン
ド

の
中
観
派
の
学
者
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ェ
ー
バ
（
寂
天
）
が
書
い
た

『
入
菩
提
行
経
』
に
あ
る
菩
薩
行
の
一
節
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ご
存

知
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
書
物
は
大
乗
仏
教
の
高
ら
か
な
実
践
理
想
を
説
く
も
の
で
す
。

こ
の
翻
訳
に
金
倉
円
照
先
生
の
『
悟
り
へ
の
道
』（
平
楽
寺
書
店
）

が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
第
五
章
の
十
三
番
に
、『
大
地
を
全
て
覆
う

こ
と
の
で
き
る
皮
の
敷
物
は
ど
こ
に
も
あ
り
得
な
い
。
た
だ
皮
の
靴

を
履
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
大
地
は
覆
わ
れ
た
も
の
に
な
る
。
こ
れ

と
同
様
に
私
は
外
界
の
存
在
物
全
て
を
制
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

が
、
私
が
自
ら
の
心
を
制
止
し
よ
う
。
ど
う
し
て
他
を
制
止
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
か
。』

　

あ
ま
り
説
明
す
る
必
要
が
な
い
内
容
で
あ
り
ま
す
。

　

比
喩
に
続
く
説
明
の
言
葉
は
、『
全
て
は
心
か
ら
生
ず
る
。』
と
い

う
唯
心
思
想
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
最
初
の
比
喩

は
、
そ
の
説
明
を
越
え
る
説
得
力
を
持
っ
て
迫
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

あ
な
た
自
身
が
靴
を
履
く
。
そ
れ
は
こ
の
経
で
言
う
菩
薩
行
の
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
自
身
が
ま
ず
修
す
る
、
実
践
を
せ
よ
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

大
変
平
凡
な
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。



─ 23 ─

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
１
日
目

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―

	

■
発
表
者	

松
岡
玄
龍

清
水
秀
浩

今
岡
達
雄

	

■
司
会
者	

田
中
典
彦

〇
田
中
（
司
会
）　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
お
忙
し
い
中
、
時
間

を
繰
り
合
わ
せ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
「
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像

を
考
え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
合

司
会
を
承
り
ま
し
た
教
学
院
の
田
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
明
日

の
最
後
ま
で
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
き
ょ
う
、
朝
の
十
時
か
ら
「
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶

像
を
考
え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―
」
と
い
う
こ
と
で
元
大
正

大
学
教
授
大
南
龍
昇
先
生
か
ら
基
調
講
演
を
賜
り
ま
し
た
。
恐
ら
く

頭
に
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
は
、
浄
土
宗
侶
自
身
の
自
己
批
判
と
反
省
が
行
わ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
お
話
を
お
始
め
に
な
ら
れ
、

我
々
の
宗
祖
で
あ
ら
れ
る
法
然
上
人
も
随
分
と
自
己
反
省
を
さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
釈
尊
の
新
し
い
仏
教
が
ど
う
展
開
し
て
く
る
か
。
そ
の
と

き
の
釈
尊
の
バ
ラ
モ
ン
観
に
つ
い
て
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
正
像
末
、
五
百
年
ご
と
に
仏
教
が
衰
え
を
見
せ
て
い
く
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
仮
比
丘
、
見
か
け
だ
け
比
丘
で
あ
っ
て
そ
う
で

な
い
者
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
明
治
の
念
仏
者
の
ご
紹
介
を
兼
ね
な
が
ら
、
ま
ず
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は
布
教
の
立
場
か
ら
、
一
人
称
の
説
教
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

「
身
証
」、
つ
ま
り
自
分
自
身
で
体
得
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と

に
な
る
。
自
分
自
身
の
体
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
布
教
を
す
る
。

そ
れ
が
裏
付
け
を
持
っ
た
布
教
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
だ
と

思
い
ま
す
。

　

次
に
法
式
に
つ
い
て
は
姿
勢
を
問
題
と
さ
れ
ま
し
た
。
姿
勢
を
正

し
て
念
仏
を
す
る
。
そ
れ
が
法
式
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
だ
。
自
ら

の
健
康
に
も
重
要
で
あ
り
ま
す
が
、
念
仏
を
唱
え
る
と
き
の
姿
勢
こ

そ
、
教
化
に
も
つ
な
が
る
。

　

三
つ
目
が
修
学
で
あ
り
ま
す
。
修
学
は
客
観
的
に
外
か
ら
仏
教
を

理
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
法
然
上
人
の
教
え
を
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
も
さ
な
が
ら
、
い
い
と
し
て
も
、
自
分
の
も
の
と
し
て
味
わ
う
と

い
う
実
感
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

　

教
え
の
本
当
の
内
面
に
流
れ
て
い
る
真
実
の
精
神
を
掴
む
。
こ
れ

が
随
分
欠
け
て
お
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
大
事
に
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
か
ら
、
深
く
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

　

実
は
そ
う
い
う
仏
教
、
あ
る
い
は
法
然
上
人
の
お
心
を
体
得
し
て
、

仏
教
の
近
代
化
を
行
っ
た
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
光
明
会
と
共

生
会
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
光
明
会
、
共
生
会
か
ら
深
く
入
ら
れ
ま
し
て
、
実
験
と
い

う
、
実
践
原
理
に
つ
い
て
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
内
村
鑑

三
、
綱
島
梁
川
、
あ
る
い
は
原
坦
山
、
清
沢
満
之
等
の
例
を
引
か
れ

ま
し
て
、
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
宗
教
者
あ
る
い
は
仏
教
者
と
し
て
、

あ
る
い
は
念
仏
の
教
師
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
純
粋
な
宗
教
体
験

が
そ
の
奥
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
、
資
料
を
用
い
な
が
ら
お
話
し
な

さ
い
ま
し
た
。
私
が
大
南
先
生
の
ご
講
演
か
ら
受
け
取
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
流
れ
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
こ
れ
か
ら
、
基
調
講
演
に
も
あ
る
程
度
基
づ
き
な
が
ら
、
こ

こ
に
お
ら
れ
る
発
表
者
の
四
人
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
具
体

的
に
い
ろ
い
ろ
な
提
言
と
し
て
こ
こ
で
お
話
し
さ
し
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。
一
人
二
十
五
分
し
か
な
い
の
で
す
。
二
十
五
分
に

絞
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
ま
ず
私
か
ら
話
を
せ
よ
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
に
は
簡
単
な
レ
ジ
メ
が
届
い
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
見
な
が
ら
、
お
聞
き
取
り
い
た
だ
く
こ
と
。
そ
れ
か
ら
お
願
い
し

た
い
こ
と
は
、
今
、
壇
上
に
上
っ
て
、
こ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

語
る
の
は
こ
の
四
人
で
あ
り
ま
す
が
、
も
し
そ
こ
に
お
座
り
の
私
が

壇
上
に
上
が
っ
た
な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と
を
発
言
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
を
常
に
意
識
し
て
、
こ
こ
に
上
が
っ
て
る
つ
も
り
で
、
僕
な
ら
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こ
う
だ
、
僕
は
こ
う
考
え
る
、
私
は
こ
う
考
え
る
と
い
う
同
じ
立
場

に
立
っ
て
、
お
聞
き
取
り
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
田
中
が
「
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る
―
僧
侶
の

在
り
方
へ
の
提
言
―
」
と
し
て
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
以
来
、
こ
の
国
の
文
化
、
特
に
精
神
文

化
を
形
成
し
こ
れ
を
保
っ
て
き
た
の
は
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
今
日
に

お
い
て
も
そ
れ
を
否
定
す
る
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
残
念
な
が
ら

今
、
そ
の
指
導
力
を
失
っ
た
寺
院
と
僧
侶
の
存
在
価
値
が
社
会
的
に

否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
は
事
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
し
い
て
は
仏
教
と
い
う
こ
の

国
の
人
々
が
今
ま
で
よ
っ
て
生
き
て
き
た
生
の
指
針
を
失
う
こ
と
に

繋
が
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
仮
に
、
京
都
と
い
う
町
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
京
都
の
町

か
ら
仏
教
に
関
わ
り
の
あ
る
も
の
を
全
て
消
し
去
っ
た
ら
、
一
体
、

何
が
残
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
お
寺
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か

ら
仏
教
に
基
づ
く
い
ろ
い
ろ
な
文
化
、
茶
道
で
あ
り
華
道
で
あ
り
友

禅
、
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
差
し
引
い
た
と
す
る
と
、
京
都
に
何
が

残
る
で
し
ょ
う
か
。
何
も
残
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
比
叡
山

と
鴨
川
と
平
安
神
宮
ぐ
ら
い
が
残
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て
き
て
以
来
、
こ
の
日
本
の
文
化
、

特
に
精
神
文
化
を
支
え
て
き
た
の
は
仏
教
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
従
っ
て
そ
れ
が
衰
え
を
示
し
て
い
く
こ
と
は
、
す
な
わ

ち
日
本
の
国
の
人
た
ち
の
生
き
る
指
針
が
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で

あ
り
ま
す
。「
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
人
は
不
幸
に
な
る
」
く
ら
い
の

信
念
と
自
信
を
ま
ず
持
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
者
こ
そ
が
こ
の
国
の
文
化
を
支
え
て
き
た
ん
だ
、
後
ろ
向
き

の
こ
と
ば
か
り
で
自
信
を
な
く
す
の
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
大
き

く
前
を
向
い
て
、
我
々
こ
そ
が
支
え
て
き
た
も
の
を
も
う
一
度
支
え

直
す
。
あ
る
い
は
こ
れ
以
上
に
支
え
て
い
く
と
い
う
自
信
を
持
っ
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
仏
陀
か
ら
最
初
に
説
法
を
受
け
た
一
人
に
ア
ッ
サ
ジ
と
い

う
男
が
お
り
ま
し
た
。
五
人
の
比
丘
の
中
の
一
人
で
す
。
彼
は
ブ
ッ

ダ
の
教
え
の
真
髄
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
他
の
人
に
説
い
て
お
り
ま

す
。

　
「
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
ら
は
因
か
ら
生
ず
る
。
真
理
の
体
得
者

（
如
来
）
は
そ
れ
ら
の
因
を
説
き
た
も
う
。
ま
た
そ
れ
ら
の
滅
を
も

説
き
た
も
う
。
偉
大
な
る
修
行
者
は
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
だ
。」

　

こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
聞
い
て
、

ご
承
知
の
と
お
り
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
が
出
家
し
た
と
い
う
経
緯
が

伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
全
て
が
因
か
ら
果
を
生
ず
る
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と
い
う
あ
り
方
を
す
る
と
い
う
一
種
の
因
果
律
と
し
て
理
解
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
縁
起
と
呼
ば
れ
る
仏
教
思
想
の
基
本
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ

ダ
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
、
そ
の
教
え
を
解
釈
し
思
想
的
に
体
系
化

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
縁
起
が
中
心
に

据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
体
系
化
の
根
底
に
縁
起
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
縁
起
と
は
、「
お
お

よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
種
々
の
要
素
（
条
件
）
が
相
関
わ
り
合
い
な

が
ら
生
起
し
て
い
る
状
態
と
し
て
あ
る
。」

　

こ
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
関
わ
り
合
い
な
が

ら
生
起
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
な
い
の
で
す
。
状
態
で
す
。
従
っ
て

移
ろ
い
や
す
い
。
状
態
だ
か
ら
す
ぐ
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
つ
ま

り
無
常
で
あ
り
ま
す
。
状
態
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
特
色
が
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

縁
起
は
ま
た
、
我
々
が
知
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
因
縁
果
論
と
も

言
わ
れ
ま
す
。
因
縁
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く
は

因
縁
果
。
全
て
の
も
の
は
因
縁
果
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
原
因
と
呼
ば
れ
る
の
は
中
心
的
な
原
因
（hetu

）
で

あ
り
、
そ
れ
と
関
わ
る
ほ
か
の
因
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
条
件
な
ど
は

縁
（pratyaya

）
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

　

因
が
相
互
に
縁
と
な
り
ま
た
因
と
な
る
と
い
う
非
常
に
複
雑
な
こ

と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
因
が
変
わ
れ
ば
果
が
変
わ
り
、
縁
が
変
わ

れ
ば
果
が
変
わ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
説
い
て
お
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
そ
こ
に
お
座
り
の
私
を
因
と
考
え
る
と
、
そ
の
周
り
を
取

り
巻
い
て
い
る
全
て
の
も
の
、
机
も
何
も
か
も
全
部
含
め
て
、
縁
に

な
り
ま
す
。
そ
の
因
と
縁
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
今
そ
こ
に
座
っ
て

い
る
私
の
状
態
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
に
な
り
ま
す
。

　

従
っ
て
中
心
的
な
因
が
変
わ
る
と
、
全
体
が
変
わ
る
。
そ
の
と
お

り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
お
釈
迦
様
が
お
教
え
に
な
っ

た
と
お
り
、
仏
教
が
イ
ン
ド
で
一
時
期
、
歴
史
的
な
表
面
か
ら
姿
を

消
し
て
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

　

我
々
は
、
と
も
す
れ
ば
他
に
因
を
求
め
ま
す
。
実
は
因
は
仏
教
そ

の
も
の
の
在
り
方
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

大
南
先
生
も
少
し
触
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
が
お
釈
迦

様
の
こ
ろ
に
衰
退
を
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
バ
ラ
モ

ン
教
の
在
り
方
自
身
に
堕
落
と
い
う
因
が
あ
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま

す
。
従
っ
て
、
滅
び
て
い
っ
て
、
後
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
る
。

　

初
期
の
仏
教
が
部
派
の
時
代
を
迎
え
て
、
あ
ま
り
に
も
信
者
さ
ん

と
の
関
わ
り
が
手
薄
に
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
仏
教
の
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在
り
方
が
因
と
な
っ
て
、
そ
し
て
自
ら
歴
史
上
の
表
面
か
ら
姿
を
消

し
た
形
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
新
し
く
大
乗
仏
教
が
興
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
因
そ
の
も
の
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ま
す
と
、

今
の
日
本
の
仏
教
界
、
我
々
は
浄
土
宗
で
す
。
我
々
の
在
り
方
そ
の

も
の
も
実
は
因
で
あ
る
。
あ
る
い
は
我
々
僧
侶
自
身
が
招
い
て
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

何
も
我
々
、
今
そ
こ
に
お
座
り
の
皆
さ
ん
で
は
な
く
て
、
代
々
、

今
の
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
も
す

れ
ば
、
い
や
い
や
現
代
の
日
本
人
の
考
え
方
が
変
わ
っ
た
か
ら
ね
と

か
、
す
ぐ
に
他
に
原
因
を
求
め
て
し
ま
い
ま
す
が
、
実
は
違
う
。
そ

の
今
、
縁
と
な
っ
て
い
る
周
り
の
雰
囲
気
を
作
っ
た
の
も
因
で
あ
る

我
々
が
そ
う
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
深
く
自
覚
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
仏
教
に
は
今
ひ
と
つ
重
要
な
説
が
あ
り
ま
す
。
簡
単

に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
業
説
で
す
。
業
は
も
と
も
と
行

為
を
意
味
し
ま
す
。
行
為
が
そ
の
後
に
必
ず
余
勢
と
い
わ
れ
る
結
果

を
も
た
ら
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

従
っ
て
要
約
す
れ
ば
、
業
と
は
「
行
為
と
そ
の
余
勢
」
と
い
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
行
為
は
瞬
間
に
終
わ
っ
て

ゆ
く
の
で
す
が
必
ず
そ
の
余
勢
を
残
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
余
勢
が
行
為
者
で
あ
る
我
々
の
後
の
縁
起
と
い
う
在
り
方
の
縁
と

し
て
加
わ
っ
て
働
い
て
ま
い
る
の
で
す
。
行
為
の
も
た
ら
せ
る
条
件

が
変
わ
り
ま
す
と
、
我
々
の
在
り
方
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
宗
を

私
と
考
え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
我
々
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
宗
の

在
り
方
を
も
た
ら
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

我
々
の
在
り
方
が
変
わ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
仏
教
界
が
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
仏
教
、
就
中
浄
土
宗
の
現
状
の
調
査
、
研
究
は
宗
務
当

局
や
総
合
研
究
所
で
行
わ
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「
21
世
紀
の
浄

土
宗
の
課
題
研
究
」
が
研
究
所
か
ら
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
僧
侶

像
に
つ
い
て
も
、
大
南
先
生
の
基
調
講
演
で
も
触
れ
ら
れ
た
通
り
こ

れ
ま
で
随
分
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
現
状
を

実
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

ほ
と
ん
ど
は
現
状
を
分
析
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
現

状
を
も
た
ら
せ
て
い
た
の
は
因
で
あ
る
我
々
、
修
行
者
、
仏
教
者
、

つ
ま
り
僧
侶
が
主
要
因
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
反
省
す
る
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
一
体
我
々
僧
侶
と
は
何
者
で
し
ょ
う
か
。
一
度
、
ご
自
身

で
と
く
と
考
え
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
比
丘
で
も
あ
り
ま
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せ
ん
。
比
丘
は
出
家
で
す
。
修
行
だ
け
を
す
る
立
場
で
す
。

　

で
は
、
我
々
僧
侶
は
出
家
で
し
ょ
う
か
。
違
い
ま
す
。
我
々
は
単

な
る
在
家
信
者
で
し
ょ
う
か
。
違
い
ま
す
。
単
な
る
在
家
信
者
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
特
別
信
者
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン
ド
で
は
優
婆
塞

と
言
い
ま
す
。
ど
う
や
ら
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
優
婆

塞
は
別
に
生
き
る
職
業
を
持
ち
な
が
ら
仏
に
対
す
る
信
が
強
く
て
、

仏
や
比
丘
た
ち
に
布
施
す
る
立
場
の
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
我
々
は
違
い
ま
す
。
布
施
を
い
た
だ
く
立
場
に
な
っ
て
い
ま

す
。
随
分
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

現
在
の
我
々
は
ど
こ
に
近
い
位
置
付
け
か
。
今
の
僧
侶
は
優
婆
塞

に
最
も
近
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
は
特
別

信
者
で
す
。
特
別
に
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
、
そ
し
て
信
厚
く
そ
の
道
を

他
の
人
々
に
お
示
し
す
る
と
い
う
立
場
が
我
々
の
立
場
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

思
え
ば
法
然
上
人
は
、
比
叡
山
に
出
家
さ
れ
て
修
行
を
な
さ
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
在
り
方
と
は
随
分
違
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
一
体
い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
布
施
さ
れ
る
立
場
へ
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
さ
ら
に
生
業
化
、

職
業
化
し
て
い
っ
た
の
か
。
生
き
る
た
め
の
も
の
で
す
。
住
職
と
い

う
立
場
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

現
に
生
業
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
僧
侶
を

一
職
業
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
て
き
た
の
は
、
否
め

な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
生
業
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
り
真
剣
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
そ
の
道
で
生
活
し
て

い
く
と
い
う
な
ら
、
例
え
ば
一
つ
の
会
社
の
社
長
さ
ん
を
や
っ
て
お

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
真
剣
に
も
の
を
考
え
て
営
業
し
、
企
画
し
、

努
力
す
る
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
我
々
は
生
業
だ
と
考
え
た
と
す
る
な
ら
、
よ
り
真
剣
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
僧
侶
を
生
業
と
す
る
に
も
よ
ほ
ど
の
決
心
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

半
僧
半
俗
と
い
う
我
々
の
自
己
の
生
き
方
を
見
え
に
く
く
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

従
っ
て
自
覚
の
あ
る
若
い
人
た
ち
は
こ
の
道
に
入
る
こ
と
を
一
旦

躊
躇
す
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
き
つ
い
こ
と
を
申

し
上
げ
ま
す
が
、
親
の
意
思
で
生
業
と
し
て
子
弟
を
僧
職
に
す
る
こ

と
は
熟
考
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ど
こ
ま
で
も
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
出
家
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
特
に
私
は
佛
教
大
学
で
子
弟
教
育
に
当
た
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
全
く
僧
侶
に
な
る
気
も
な
い
。
勉
強
す
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る
気
も
な
い
学
生
さ
ん
に
多
々
、
遭
遇
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
我
々

が
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
最

低
本
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
出
家
の
道
を
歩
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

　

次
に
あ
る
べ
き
姿
と
な
す
べ
き
こ
と
を
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
僧
侶
の
自
覚
の
あ
る
者
は
三
学
（
戒
・
定
・
慧
）
を

実
践
す
る
こ
と
、
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

法
然
上
人
も
こ
の
道
を
辿
ら
れ
た
の
で
す
。
長
い
年
月
、
三
学
を
実

践
さ
れ
、
そ
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
が
「
愚
鈍
」
で
あ
り
ま
す
。

　

私
の
よ
う
な
者
も
導
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
教
え
が
あ
る
ん
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
我
が
身
に
耐
え
る
行
あ
り
や
、
と
い
う
わ
け
で

成
道
さ
れ
た
の
が
、
念
仏
往
生
の
道
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

我
々
僧
侶
が
優
婆
塞
（
在
家
菩
薩
）
と
し
て
の
指
導
者
で
あ
る
こ

と
を
自
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
指
針
は
「
総
願
偈
」
で
あ
ろ
う
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
詳
し
く
申
し
ま
せ
ん
。

　
　
「
衆
生
無
辺
誓
願
度　

煩
悩
無
辺
誓
願
断

　
　

法
門
無
尽
誓
願
知　

無
上
菩
提
誓
願
証

　
　

自
他
法
界
同
利
益　

共
生
極
楽
成
仏
道
」

　

全
て
の
人
た
ち
に
導
き
を
垂
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
自
ら
も
煩
悩

を
で
き
る
だ
け
断
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
法
門
、
特
に
教
学

の
者
の
立
場
か
ら
い
き
ま
す
と
、
仏
の
教
え
は
無
尽
、
尽
き
る
こ
と

が
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
だ
け
真
剣
に
そ
れ
を
い
た
だ
く

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
一
番
最
後
は
浄
土
宗
だ
け
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、「
浄
土
宗
劈
頭
宣
言
」
は
端
的
に
そ
の
道
を
示

し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
い
。

　
「（
己
に
）
愚
者
の
自
覚
を　

家
庭
に
み
仏
の
光
を　

社
会
に
慈
し

み
を　

世
界
に
共
生
を
」　

　

本
当
に
愚
者
の
自
覚
が
あ
っ
て
こ
そ
深
心
・
至
誠
心
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
既
に
記
し
た
と
お
り
法
然
上
人
は
三
学
の
成

就
を
願
っ
て
修
行
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
八
万
四
千
の
法
門
を
学

ば
れ
た
後
に
得
ら
れ
た
自
覚
が
「
己
が
愚
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　

そ
し
て
「
智
者
の
振
る
舞
い
を
せ
ず
し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す

べ
し
」
に
至
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
、
ご
承
知
で

す
。
浄
土
宗
僧
侶
は
そ
の
心
を
確
実
に
い
た
だ
く
べ
き
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。「
そ
う
か
そ
う
か
。
自
分
に
は
難
し
い
こ
と
は
さ
っ
ぱ
り

解
ら
ん
。
そ
れ
を
求
め
て
み
る
気
も
な
い
し
、
能
力
も
な
い
か
ら
上

人
の
教
え
の
と
お
り
念
仏
だ
け
し
て
お
れ
ば
よ
い
の
だ
」
な
ん
て
僧

侶
と
し
て
の
自
覚
も
な
く
開
き
直
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
思
い
ま
す
。
え
て
し
て
こ
う
い
う
考
え
方
を
す
る
僧
侶
も
お
ら

れ
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
念
仏
だ
け
し
て
お
れ
ば
い
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
か

ら
、
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
。
難
し
い
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。

そ
れ
は
お
坊
さ
ん
の
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
能
家
に
言
わ
れ

た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
共
に
機
を
磨
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
浄
土
宗
劈

頭
宣
言
」
が
一
宗
全
体
で
目
指
す
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
と

し
て
も
単
な
る
掛
け
声
と
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
行
動
指
針

と
し
て
打
ち
出
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
僧
侶
一
人
一

人
も
ま
た
宣
言
を
自
ら
の
内
に
も
っ
て
、
社
会
を
指
導
し
て
ゆ
く
立

場
に
あ
る
と
い
う
自
覚
と
信
念
を
も
っ
て
、
自
ら
を
律
し
つ
つ
（
持

戒
）
実
践
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
ま
さ
に
我
々

が
何
を
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
宗
の
指
導
力
の
も
と
、

和
を
も
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
共
に
機
を
磨
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
思

い
ま
す
。

　

以
上
、
田
中
の
発
表
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
拙
い
発
表
に
続
き
ま
し
て
、
二
番
目
の
発
表
者
、
松

岡
先
生
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
松
岡
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

〇
松
岡　

浄
土
宗
教
師
会
か
ら
松
岡
玄
龍
が
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

非
常
に
簡
略
な
レ
ジ
メ
で
失
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
容
赦
の
ほ

ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、「
視
座
と
し
て
」
と
書
き
ま
し
た
。
見
方
と
い
た
し
ま
し

て
、
今
、
田
中
先
生
が
お
話
に
な
り
ま
し
た
僧
侶
離
れ
、
寺
離
れ
の

要
因
は
我
々
僧
侶
に
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
社
会
環
境
は
、
少
子
化
、

核
家
族
化
、
居
住
の
不
定
住
化
、
必
ず
親
子
代
々
で
そ
こ
に
住
ま
な

い
等
々
、
従
来
に
な
い
変
化
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お

り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
我
々
僧
侶
の
立
場
も
時
代
と
と
も
に
大
い
に
変
化
を
見
せ

て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
僧
侶
の
置
か
れ
て
い
る
変
遷
と
い
う
視
点

で
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
初
に
「
明
治
維
新
に
よ
る
寺
院
・
僧
侶
の
大
転
換
」
を
挙
げ
ま

し
た
。
私
、
歴
史
的
に
勉
強
し
た
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
そ

の
ほ
う
の
学
問
が
あ
る
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
明
治
維
新

と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
僧
侶
と
い
う
も
の
の
形
態
が
大
き
く
変

わ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
寺
請
制
度
、
す
な
わ
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ち
寺
檀
関
係
の
確
立
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧

の
中
で
全
て
の
者
は
お
寺
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お

檀
家
に
な
っ
て
、
な
お
か
つ
お
寺
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
と
い
う
表

現
は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
常
に
お
寺
を
意
識
し
な
が

ら
生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

宗
門
改
め
し
か
り
、
あ
る
い
は
お
寺
の
も
つ
江
戸
時
代
の
機
能
は
、

福
祉
、
行
政
、
例
え
ば
旅
行
を
す
る
に
し
て
も
身
分
証
明
の
よ
う
な

も
の
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
そ
の
寺
請
制
度
の
中
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
お

寺
は
檀
家
の
上
に
立
っ
て
高
位
的
な
姿
勢
を
保
っ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
維
新
に
な
っ
て
一
転
し
ま
し
た
。
日
本
は
神
の
国

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
仏
教
弾
圧
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
寺

請
制
度
も
当
然
な
く
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
い
き
な
り
寺
離
れ
が
生
じ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、

そ
れ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
約
百
五
十
年
か
か
っ
て
徐
々
に
お
寺
と

の
関
係
、
寺
を
頼
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
が
薄
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
も
大
き
な
変
換
だ
と
思
い
ま
す
。
明
治
五
年
に

太
政
官
布
告
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
肉
食
・
妻
帯
・
蓄
髪
・
俗
服
着

用
許
可
」
が
太
政
官
令
と
し
て
出
ま
し
た
。
そ
こ
に
よ
っ
て
今
ま
で

の
僧
侶
と
い
う
身
分
か
ら
い
わ
ゆ
る
職
分
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
か
ら
僧
侶
は
ご
く
一
般
の
俗
人
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
生

活
に
徐
々
に
移
行
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
明
治
維
新
に
お
け
る
大
き
な
二
つ
の
こ
と
が
徐
々
に
ボ
デ
ィ

ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効
い
て
き
ま
し
て
、
今
日
そ
れ
が
寺
檀
関
係
に
お

い
て
も
信
仰
と
い
う
関
係
に
お
い
て
も
薄
れ
て
き
て
い
る
原
因
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
「
僧
と
俗
と
の
は
ざ
ま
で
」
と
書
き
ま
し
た
。

　

僧
で
も
な
い
俗
で
も
な
い
。
社
会
が
僧
侶
を
私
た
ち
と
同
じ
で
あ

る
と
い
う
目
線
で
見
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
世

間
一
般
は
初
め
の
う
ち
は
菩
提
寺
を
大
切
に
し
、
ご
住
職
を
大
切
に

し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
く
よ
く
見
た
ら
奥
さ
ん
も
い
る
、
子
ど
も
た

ち
も
い
る
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
養
育
な
ど
、
我
々
の
日
常
生
活
と

何
も
変
わ
ら
な
い
。
法
服
を
来
て
、
葬
儀
、
法
事
等
の
法
務
を
や
る

以
外
に
僧
侶
は
我
々
と
何
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
と
徐
々
に
見
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

　

つ
ま
り
一
つ
の
稼
業
と
し
て
お
寺
、
僧
侶
を
見
て
き
た
。
あ
そ
こ

は
お
寺
さ
ん
と
い
う
職
業
だ
か
ら
と
世
間
が
見
始
め
て
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
つ
は
、
出
家
者
が
妻
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
代
か
六

代
、
あ
る
い
は
七
代
の
世
襲
化
が
浄
土
宗
で
も
起
こ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
子
弟
関
係
の
つ
な
が
り
が
徐
々
に
薄
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
出
家
得
度
し
た
日
か
ら
弟
子
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
師
匠
は
厳
し
く
育
て
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
の
師
僧
は
明
治
・
大
正
の
終
わ
り
ご
ろ
の
生
ま
れ
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。
厳
し
く
仕
付
け
ら
れ
た
。
師
僧
の
衣
を
き
ち
ん
と
た
た

み
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
衣
を
た
た
む
。
あ
る
い
は
師
僧
の
荷
物
を
持

っ
た
り
、
全
て
師
僧
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
勉
強
を
し
て
き
た
。

　

し
か
し
師
弟
関
係
の
つ
な
が
り
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
親
子
の

つ
な
が
り
に
な
っ
て
き
た
。「
き
ょ
う
庭
の
草
、
引
い
と
け
よ
」
と

い
わ
れ
て
も
「
友
だ
ち
と
遊
び
に
行
く
か
ら
だ
め
、
お
や
じ
、
や
っ

と
け
」「
本
当
に
う
ち
の
せ
が
れ
は
困
っ
た
も
ん
だ
」
と
い
う
こ
と

を
耳
に
す
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
肉
親
の
情
の
ほ
う

が
先
に
立
っ
て
、
子
弟
関
係
が
だ
ん
だ
ん
薄
れ
て
き
た
現
れ
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
私
は
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
申
し
上
げ
ま
す
。

肉
食
・
妻
帯
し
た
か
ら
だ
め
だ
と
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

私
た
ち
の
宗
祖
法
然
上
人
と
い
う
お
方
は
出
家
・
在
家
に
つ
い
て

の
差
異
を
強
く
持
た
れ
な
か
っ
た
の
で
は
で
は
な
い
か
。

　
「
現
世
を
過
ぐ
べ
き
様
は
、
念
佛
の
申
さ
れ
ん
方
に
よ
り
て
過
ぐ

べ
し
」

　

出
家
で
も
在
家
で
も
結
構
で
す
。
奥
さ
ん
を
持
っ
て
も
結
構
で
す
。

財
産
を
持
っ
て
も
結
構
で
す
。
全
て
念
仏
の
た
め
に
な
る
な
ら
ば
そ

れ
も
必
要
で
す
と
仰
せ
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

法
然
上
人
以
前
の
各
宗
祖
師
の
方
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ

た
方
は
な
い
で
し
ょ
う
。

法
然
上
人
は
僧
俗
の
別
よ
り
も
先
ず
お
念
仏
を
お
唱
え
出
来
る
環
境

に
あ
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

私
は
法
然
上
人
は
初
め
て
僧
俗
の
垣
根
を
越
え
た
信
仰
を
お
示
し

下
さ
っ
た
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、「
寺
離
れ
と
僧
侶
離
れ
」
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

明
治
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、
お
寺
の
役
割
は
随
分
変
わ
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
行
政
的
な
役
割
も
担
っ
て
い
て
教
育
・

福
祉
等
に
も
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
今
日
の
情
勢
を
見
ま
す
と
、
行
政
や
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
そ
の
役
割
が
移
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
浄
土
宗
で
も
福
祉
と
か
教
育
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
力
を
入
れ
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ま
す
が
、
パ
ワ
ー
と
し
て
見
る
と
そ
ち
ら
に
か
な
わ
な
い
、
彼
ら
の

ほ
う
が
ノ
ウ
ハ
ウ
と
専
門
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
、
お
寺
は
一
体
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
社
会
に
お
け
る
寺
院
、
僧
侶
の
役
割
は
何
か
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
。
お
坊

さ
ん
を
ど
う
思
い
ま
す
か
、
お
寺
の
役
割
は
何
で
す
か
と
い
う
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
れ
ば
、
お
葬
式
を
す
る
と
こ
ろ
、
僧
侶
で
あ
れ
ば
亡
く

な
っ
た
方
の
ご
供
養
を
し
て
く
だ
さ
る
人
と
い
う
と
こ
ろ
に
留
ま
る

の
で
は
な
い
か
。

　

概
ね
、
社
会
は
そ
の
よ
う
に
僧
侶
や
寺
院
を
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

稀
に
人
の
生
き
る
道
と
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
さ
れ
る
方
も
お
り
ま

す
が
、
ま
ず
出
て
く
る
の
は
お
葬
式
、
亡
く
な
っ
た
人
の
供
養
と
い

う
と
こ
ろ
に
回
答
が
来
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
う
一
つ
言
う
な
ら
ば
、
葬
祭
儀
礼
は
僧
侶
に
と
っ
て
非
常
に
大

切
な
こ
と
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
つ
の
間
に
か
業
者
に
奪
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
ご
ざ
い
ま
す
。
葬
祭
業
者
の
出
現
に
よ
る

シ
ョ
ー
化
で
ご
ざ
い
ま
す
。
葬
祭
儀
礼
が
社
会
的
に
儀
式
で
は
な
く
、

シ
ョ
ー
の
よ
う
な
一
つ
の
流
れ
の
中
の
一
部
と
し
か
見
ら
れ
な
い
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

私
、
驚
い
た
の
は
、
昨
年
九
州
の
福
岡
に
行
っ
た
と
き
に
、
大
き

な
看
板
が
出
て
お
り
ま
し
た
。
直
葬
セ
ン
タ
ー
と
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
宅
配
便
の
業
者
か
と
思
い
ま
し
た
ら
、
今
流
行
の
直
葬
の
セ
ン

タ
ー
と
い
う
意
味
合
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

す
ご
い
な
あ
、
こ
ん
な
も
の
が
出
て
き
た
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま

し
た
ら
、
今
年
、
私
は
北
海
道
で
す
が
、
札
幌
に
行
き
ま
し
た
ら
、

同
じ
よ
う
に
「
直
葬
引
き
受
け
ま
す
」
と
い
う
看
板
が
堂
々
と
出
て

い
る
状
態
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
私
の
と
こ
ろ
は
日
本
の
一
番
北
の
端
の
田
舎
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
葬
儀
を
し

て
お
り
ま
す
。
た
ま
に
お
檀
家
の
葬
儀
で
都
会
に
出
向
く
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

驚
く
の
は
互
助
会
は
表
現
は
悪
い
の
で
す
が
、
葬
儀
に
対
す
る
先

物
取
引
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
葬
儀
に
経

費
が
掛
か
る
の
で
、
お
金
を
積
み
立
て
て
い
た
だ
き
ま
す
と
い
う
こ

と
で
す
。
積
立
で
す
か
ら
、
何
か
が
あ
っ
た
と
き
に
は
直
ち
に
お
寺

よ
り
も
ま
ず
互
助
会
に
連
絡
が
行
く
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
互
助
会
が
引
き
受
け
て
全
て
こ
う
し
ま
す
、
あ
あ
し
ま
す
。

皆
さ
ん
方
は
葬
儀
を
い
つ
も
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
わ
か

り
ま
せ
ん
。
葬
儀
屋
さ
ん
の
ペ
ー
ス
で
ど
ん
ど
ん
話
が
進
ん
で
い
く
。
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何
宗
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
浄
土
宗
で
ご
ざ
い
ま
す
。
北
海
道
の
一
番

北
の
礼
文
島
の
天
龍
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
の
お
坊
さ
ん
を
呼
ば

れ
る
の
は
大
変
で
し
ょ
う
。
う
ち
も
浄
土
宗
の
関
係
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
ち
ら
を
お
呼
び
し
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
お
話
が
出
て
き
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
出
て
来
る
よ
う
に
な
る
。

　

言
う
な
ら
ば
、
経
済
産
業
省
認
定
の
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い
う

い
か
め
し
い
肩
書
を
持
っ
た
方
が
ま
さ
し
く
葬
儀
の
プ
ロ
と
し
て
全

て
を
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
今
ま
で
は
司
祭
と
し
て
の
僧

侶
を
中
心
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に
か
葬
儀
屋
さ

ん
の
一
つ
の
区
切
り
の
場
所
と
し
て
登
場
の
シ
ョ
ー
と
し
て
し
か
扱

わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
皆
さ
ん
方
、
都
市
部
の
方
は
実
体
験
と
し
て
お
わ
か
り
に

な
っ
て
い
る
と
存
じ
ま
す
。
私
は
よ
く
こ
の
こ
と
を
「
庇
を
貸
し
て

母
屋
を
取
ら
れ
た
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
昔
は
葬
儀
屋

さ
ん
が
お
寺
に
来
て
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま

す
か
と
い
う
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
逆
に
葬
儀
屋

さ
ん
が
喪
主
等
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
、
お
寺
さ
ん
に
は
何
時
か
ら

始
め
ま
す
の
で
一
つ
お
願
い
し
ま
す
。
お
通
夜
の
説
教
は
時
間
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
や
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
困
り
ま
す
。
全
て
葬
儀

屋
さ
ん
の
ル
ー
ル
で
お
話
を
進
め
る
よ
う
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

寺
檀
関
係
に
つ
い
て
、
社
会
と
私
ど
も
の
見
解
に
大
き
な
ず
れ
が

出
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
床
異
夢
の
寺
檀
関
係
に
な
り
つ

つ
あ
る
の
で
は
と
い
う
意
識
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

年
間
の
法
要
の
趣
旨
を
私
ど
も
は
当
然
理
解
し
て
い
る
も
の
と
思

っ
て
い
ま
す
が
、
檀
信
徒
の
方
は
何
を
思
っ
て
い
る
か
。
ご
先
祖
の

供
養
の
た
め
に
寺
参
り
に
行
こ
う
と
い
う
の
が
先
で
、
お
十
夜
は
ど

う
い
う
法
要
な
の
か
、
御
忌
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
わ
か
ら
な
い

状
態
で
や
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
我
々
は
わ

か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
檀
信
徒
の
方
は
わ
か
っ
て

い
な
い
。

　

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
お
布
施
で
ご
ざ
い
ま
す
。
我
々
は

当
然
財
施
と
し
て
お
布
施
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
い
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。
檀
信
徒
の
方
は
、
そ
う
い
う
意
識
よ
り
も
む
し
ろ
お
経
料
、

読
経
料
と
し
て
の
認
識
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

た
ま
に
読
経
料
と
書
か
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
し
つ
こ
く
お

布
施
で
す
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
お
経
を
あ
げ
て
く
れ
た
対
価
と
し

て
の
お
布
施
と
い
う
認
識
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

対
価
を
払
っ
た
と
い
う
こ
と
は
取
引
が
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

子
供
た
ち
や
孫
た
ち
が
地
方
に
住
み
土
着
化
が
薄
れ
た
と
き
に
、
お
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寺
さ
ん
の
庫
裏
を
立
て
る
の
に
な
ぜ
私
た
ち
が
お
金
を
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ん
の
。
な
ぜ
本
堂
に
お
金
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
。

何
か
あ
る
と
き
に
は
お
布
施
、
お
経
料
を
払
っ
て
る
。
そ
こ
で
取
引

は
終
わ
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
業
種
で
建
物
を
直
す
の
に
お
金
を
出
し

て
も
ら
っ
て
ま
す
か
と
い
う
感
覚
に
な
っ
て
く
る
。

　

寺
檀
関
係
の
意
識
の
誤
差
を
私
た
ち
は
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
随
分
き
れ
い
ご
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
お
ま
え
、
や
っ

て
い
る
の
か
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
ま
さ
し
く
忸
怩
た
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
私
な
り
に
こ
れ
か
ら
の
僧
侶
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
、
こ

れ
は
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
並
べ
ま
し
た
。

　

宗
規
等
に
よ
り
ま
す
と
、
僧
侶
は
三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。

教
師
、
助
教
師
、
宗
徒
と
謳
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

教
師
は
、
我
々
、
有
資
格
者
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
助
教
師
は
、

寺
庭
夫
人
も
多
い
で
す
が
、
教
師
を
助
け
る
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め

の
教
師
補
の
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
徒
は
や
が
て
教
師
に

な
る
べ
く
養
成
し
て
い
る
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

僧
侶
を
教
師
な
ら
び
に
教
師
に
準
ず
る
者
と
定
義
し
た
こ
と
は
非

常
に
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
僧
俗
の
谷
間
と
い
う
言
い
方
を

し
ま
し
た
が
、
私
は
僧
侶
と
い
う
よ
り
教
師
と
い
う
言
い
方
の
ほ
う

が
正
し
い
か
な
、
今
現
在
、
適
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
よ
く
教
師
の
立
場
と
し
て
言
う
こ
と
は
、
教
師
即
布
教
師
だ
、

教
師
で
あ
る
以
上
は
何
か
を
伝
え
な
け
れ
ば
教
師
で
な
い
だ
ろ
う
。

何
を
教
え
る
の
か
。
そ
れ
は
浄
土
宗
念
仏
の
教
え
、
法
然
上
人
の
み

教
え
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
し

て
、
た
だ
ご
自
身
で
お
念
仏
を
唱
え
て
、
ご
修
行
な
さ
っ
て
い
る
だ

け
で
は
教
師
と
し
て
の
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
教
え

を
布
く
師
で
あ
る
の
が
教
師
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

何
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
今
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
お

念
仏
を
唱
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
を
ひ
た
す
ら
お
伝
え
す
る
こ

と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
な
ぜ
お
念
仏
を
唱
え
る
の

か
、
私
た
ち
教
師
は
研
鑽
を
深
め
、
わ
か
り
や
す
く
檀
信
徒
の
方
々

に
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
教
師
で
す
か
ら
、
師
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
先
生
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
模
範
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
僧
侶
の
本
分
で
あ
る
仏
道
修
行
を
自
ら
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
い
く
ら
い
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
あ

の
坊
さ
ん
、
お
勤
め
も
し
な
い
し
、
お
念
仏
も
唱
え
な
い
し
で
は
、

師
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
話
は
下
手
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
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い
は
学
問
的
に
難
し
い
話
を
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
ひ

た
す
ら
朝
夕
、
お
念
仏
を
一
時
間
、
二
時
間
、
唱
え
て
い
る
。
そ
う

い
う
方
に
檀
信
徒
が
本
当
に
師
と
仰
ぐ
よ
う
な
目
線
が
行
く
の
で
は

な
い
か
。

　

私
は
今
、
教
え
伝
え
て
い
く
大
切
な
こ
と
に
「
厭
離
穢
土
欣
求
浄

土
」
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
世
の
中
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
宗
教
に
と
っ

て
大
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
命
終
わ
っ
た
と
き
に
ど
こ
に
行

く
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
命
は
と
い
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
し
っ
か

り
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的
論
議
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
ま
さ
し
く
宗
教
の
ど
真
ん
中
と
し
て
、
命
が
終
わ
っ
た
な
ら
ば

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
お
念
仏
に
よ
っ
て
行
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
き

っ
ち
り
と
、
い
つ
で
も
言
っ
て
い
く
し
、
そ
れ
を
信
じ
、
実
行
し
て

い
る
姿
勢
を
見
せ
な
け
れ
ば
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
存
在
感
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
葬
儀
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
が
、
や
や
も
す

れ
ば
一
般
社
会
も
私
た
ち
も
亡
く
な
っ
た
人
の
ご
供
養
を
第
一
義
と

考
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
教
師
な
ら
ば
、
ま
ず
三
途
に
落
ち
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
檀
信
徒
に
お
勧
め
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
、
よ
く
表
現
す
る
の
で
す
が
、
池
に
溺
れ
て
か
ら
レ
ス
キ
ュ
ー

で
手
を
出
し
て
助
け
て
あ
げ
る
の
が
い
い
の
か
。
そ
れ
が
私
た
ち
の

仕
事
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
池
に
落
ち
て
は
い
け
な
い
、
そ
っ

ち
へ
行
っ
て
は
い
け
な
い
、
溺
れ
な
い
た
め
に
こ
う
し
な
け
れ
ば
だ

め
だ
と
教
え
る
こ
と
が
、
教
師
、
僧
侶
の
仕
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

や
や
も
す
れ
ば
、
そ
ち
ら
を
抜
き
に
し
て
、
お
坊
さ
ん
が
お
勤
め

を
し
て
下
さ
れ
ば
救
わ
れ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
、
檀
信
徒
が

受
け
止
め
て
い
る
と
い
う
の
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
ご
自
身
が
ま

ず
お
念
仏
を
唱
え
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
確
た
る
信
念
を
持
っ

て
い
た
だ
く
。
そ
の
こ
と
を
教
え
る
の
が
、
浄
土
宗
僧
侶
の
務
め
で

は
な
い
か
。
三
途
に
落
と
す
こ
と
な
く
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
優

先
す
る
よ
う
な
、
教
化
、
布
教
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

結
び
と
し
て
、
僧
侶
は
「
自
信
教
人
信
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
法
然
上
人
は
「
自
行
化
他
た
だ
念
佛
を
縡
と
す
」
と
仰
せ
に
な

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
自
ら
信
じ
自
ら
行
う
「
自
信
自
行
」
人
を
し
て

信
ぜ
せ
し
め
教
化
す
る
「
教
人
化
他
」
を
僧
侶
の
一
分
と
し
て
精
進

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

大
変
雑
駁
な
管
見
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
参
考
に
な
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
〇
田
中　

続
き
ま
し
て
、
法
式
の
立
場
か
ら
清
水
先
生
の
発
表
で
す
。
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よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〇
清
水　

大
阪
教
区
法
樂
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
清
水
で
ご
ざ

い
ま
す
。
一
昨
年
華
頂
大
学
で
ご
ざ
い
ま
し
た
と
き
に
発
表
者
で
出

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
年
飛
ば
し
て
ほ
ぼ
続
い
て
い
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
の
と
き
に
は
私
が
小
僧
時
代
に
体
験
、
経
験
い
た
し
ま
し
た
こ

と
、
鉄
工
所
の
息
子
と
い
う
こ
と
で
、
在
家
で
の
私
の
目
か
ら
見
た

お
寺
さ
ん
、
檀
家
の
目
か
ら
見
た
お
寺
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
発
表
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

き
ょ
う
は
、
檀
信
徒
が
期
待
す
る
僧
侶
像
を
求
め
て
と
い
う
こ
と

で
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

　

今
ま
で
は
大
南
先
生
は
じ
め
、
格
調
高
い
三
先
生
の
お
話
で
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
私
が
申
し
述
べ
ま
す
こ
と
は
、
実
際
に
あ
っ
た
話
ば

か
り
で
、
嘘
は
み
じ
ん
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

少
し
不
摂
生
が
た
た
り
ま
し
て
、
お
盆
明
け
に
腰
を
い
た
め
ま
し

た
。
二
十
五
分
、
立
っ
て
お
話
を
す
る
の
は
つ
ろ
う
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
座
っ
て
お
話
し
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
の
自
坊
、
大
阪
で
す
が
、
京
都
の
お
寺
と
大
阪
の
お
寺
と
会
所

回
り
持
ち
で
二
十
人
ぐ
ら
い
が
、
本
山
で
や
っ
て
い
る
法
式
の
勉
強

教
室
や
式
衆
会
の
ほ
か
に
個
別
の
勉
強
会
を
開
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
月
に
一
回
の
勉
強
会
で
ふ
っ
と
今
の
子
が
あ
ま
り
年
賀

状
や
案
内
状
の
書
き
方
が
わ
か
ら
ん
も
の
で
す
か
ら
、「
あ
ん
た
ら

な
、
お
十
念
料
を
も
ろ
た
こ
と
が
あ
る
や
ろ
。
お
十
念
料
に
つ
い
て

い
る
短
冊
は
ど
う
す
る
か
知
っ
て
る
か
」
と
聞
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
、
十
五
、
六
人
い
た
と
思
い
ま
す
。
あ
る
立
派
な
お
寺

の
副
住
職
が
「
中
の
お
金
は
抜
い
て
、
短
冊
は
捨
て
ま
す
」
と
言
い

ま
し
た
。
正
直
な
話
で
す
。
そ
の
子
は
悪
い
子
で
は
な
い
、
素
直
な

子
で
す
。
そ
れ
が
現
在
の
浄
土
宗
の
お
寺
の
副
住
職
、
若
い
浄
青
の

会
員
さ
ん
の
現
実
の
姿
で
は
な
い
か
な
。

　

で
、
そ
の
あ
と
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。
教

え
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
浄
土
宗
の
実
際
が
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

皆
さ
ん
、
ご
住
職
さ
れ
て
た
ら
わ
か
り
ま
す
ね
。
あ
れ
は
上
に
ち

ょ
っ
と
糊
が
付
い
て
ま
す
。
金
封
の
ほ
う
は
ほ
と
ん
ど
奥
さ
ん
が
帳

簿
付
け
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
短
冊
は
め
く
り
ま
し
て
、
本
堂

に
持
っ
て
い
っ
て
、
ご
回
向
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

丁
寧
な
と
こ
ろ
、
京
都
の
古
い
お
寺
に
行
っ
た
ら
、
十
分
ご
住
職

が
ご
回
向
な
さ
っ
て
、
四
九
日
も
百
箇
日
も
た
っ
た
よ
う
な
短
冊
は
、
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そ
れ
を
見
届
け
て
、
十
分
ご
回
向
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
、
若
奥
さ
ん
が
台
所
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
流
し
の
と
こ
ろ
に
張

り
付
け
て
し
き
び
の
葉
で
水
向
け
を
さ
れ
ま
す
。

　

本
堂
で
ご
老
僧
が
ご
回
向
さ
れ
て
、
ま
た
お
経
を
あ
げ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
台
所
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
ご
婦
人
方
、
寺
庭
婦
人
さ
ん
は

水
向
け
を
し
て
、
十
分
拝
ん
だ
短
冊
は
乾
か
し
て
、
お
塔
婆
と
一
緒

に
浄
焚
な
さ
る
。
お
位
牌
に
貼
っ
て
、
色
が
変
わ
る
ま
で
お
ま
つ
り

さ
れ
て
る
寺
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
今
の
子
は
知
ら
ん
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

本
山
に
お
り
ま
す
と
、
き
ょ
う
も
開
講
式
に
出
ら
れ
ま
し
た
が
、

御
前
さ
ん
と
一
緒
に
ご
巡
教
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
荷
物
持
ち

で
若
い
子
が
付
い
て
く
る
。
す
る
と
御
前
さ
ん
が
ま
だ
茶
碗
の
蓋
開

け
て
、
一
口
、
飲
ん
で
な
い
の
に
、
先
に
お
付
き
が
お
茶
を
飲
む
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

こ
れ
、
誰
が
教
え
る
ん
で
す
か
。
大
学
の
法
式
の
先
生
、
教
え
て

く
れ
ま
す
か
。
教
え
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
う
ち
は
う
ち
、
よ
そ

は
よ
そ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
坊
で
も
息
子
は
親
に

聞
き
づ
ら
い
、
親
も
息
子
に
は
言
い
づ
ら
い
。
近
所
の
法
類
の
寺
が

教
え
て
く
れ
る
か
。
聞
き
に
行
く
の
も
手
間
や
し
、
今
、
流
行
っ
て

る
の
は
、
あ
あ
、
そ
う
だ
。
先
生
の
と
こ
ろ
へ
メ
ー
ル
し
て
聞
こ
う
。

わ
か
ら
ん
こ
と
は
、
電
話
に
メ
ー
ル
が
夜
に
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
鳴
る
ん

で
す
。

　

簡
単
な
こ
と
で
す
が
、
う
ち
は
う
ち
、
よ
そ
は
よ
そ
と
い
う
考
え

を
は
ず
さ
な
い
と
い
け
な
い
か
な
と
い
う
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
番
目
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
①
当
た
り

前
の
こ
と
が
で
き
な
い
宗
侶
。
こ
れ
が
一
番
怖
い
で
す
。
願
我
身
浄

如
香
炉
は
で
き
て
も
、
衣
装
は
き
れ
い
に
着
付
け
で
き
て
も
当
た
り

前
の
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
僧
侶
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
常
識
以
前
の
問
題
、
こ

れ
を
何
と
か
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
。
よ
そ
も
見
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
、
私
も
あ
ち
こ
ち
霊
場
巡
り
に
行
き
ま
す
。
二
十
五
霊
場
に

連
れ
て
い
っ
た
り
、
三
十
三
ヶ
所
、
八
十
八
ヶ
所
。
付
い
て
き
て
く

れ
た
子
に
は
教
え
ら
れ
ま
す
。
興
味
の
な
い
子
に
は
教
え
ら
れ
ま
せ

ん
。

　

二
十
五
霊
場
は
法
然
さ
ん
だ
か
ら
行
く
け
ど
も
、
三
十
三
ヶ
所
、

観
音
様
み
た
い
の
は
知
ら
ん
と
い
う
人
も
浄
土
宗
で
は
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
行
け
ば
行
っ
た
だ
け
得
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
お
線
香
立
て
の
灰
の
な
ら
し
方
一
つ
に
し
ろ
、
よ
そ
の

宗
派
の
お
寺
に
行
っ
て
も
勉
強
に
な
る
事
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

手
水
鉢
の
と
こ
ろ
の
杓
の
置
き
方
一
つ
、
手
拭
の
掛
け
方
一
つ
に
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し
ろ
、
勉
強
す
る
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
来
て
く
れ
な
い
子

に
は
教
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

法
然
上
人
の
御
一
代
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
四
天
王
寺
も
行
っ
て

お
ら
れ
る
、
善
通
寺
も
お
参
り
さ
れ
て
い
る
、
金
毘
羅
さ
ん
も
お
参

り
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
よ
そ
へ
行
く
の
は
、
勉
強
し
に
行

く
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
は
浄
土
宗
だ
け
で

い
い
、
よ
そ
の
宗
派
は
知
ら
ん
で
い
い
と
い
う
考
え
方
の
人
は
、
そ

れ
か
ら
先
、
何
と
も
言
い
様
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

う
ち
の
話
で
す
が
、
き
ょ
う
、
う
ち
の
黒
谷
本
山
か
ら
も
何
人
か

来
て
ま
す
。
平
成
十
一
年
前
後
、
坪
井
御
前
が
う
ち
に
お
ら
れ
ま
し

た
。
た
ま
た
ま
洛
陽
三
十
三
ヶ
所
、
京
都
の
三
十
三
ヶ
所
を
復
活
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
博
物
館
に
長
年
お
預
け
し
て
あ
っ
た

重
要
文
化
財
の
千
手
観
音
、
吉
備
観
音
に
博
物
館
か
ら
お
戻
り
い
た

だ
く
ご
遷
座
法
要
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
坪
井
御
前
が
、「
こ
こ
は
な
あ
、
法
然
さ
ん
が
念
仏

で
産
声
を
あ
げ
は
っ
た
最
初
の
寺
や
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
で

え
え
の
で
、
わ
し
は
よ
う
お
参
り
と
一
言
で
帰
る
か
ら
、
あ
ん
た
、

あ
と
は
し
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
と
き
や
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。

　

そ
こ
で
法
要
が
始
ま
っ
て
入
っ
た
ら
、
い
っ
ぱ
い
の
人
。
観
音
さ

ん
の
信
者
で
脇
陣
も
外
陣
も
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
そ
の
と
き
坪
井
猊

下
が
、
よ
う
お
参
り
の
一
言
で
帰
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
が
、

燃
え
ま
し
て
ご
垂
示
、
三
十
分
以
上
な
さ
っ
た
ん
で
す
。

　

控
室
に
帰
っ
て
か
ら
、「
御
前
さ
ん
、
西
国
三
十
三
ヶ
所
の
話
か

ら
補
陀
落
渡
海
の
話
ま
で
よ
う
し
ゃ
べ
ら
れ
ま
し
た
な
あ
」
と
言
い

ま
し
た
ら
、「
そ
ら
な
あ
、
法
然
さ
ん
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
寺
や
け

ど
、
観
音
さ
ん
も
大
事
に
せ
な
な
。
畳
に
念
仏
も
説
け
へ
ん
し
な
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
お
り
で
す
。
い
く
ら
有
り
難
い
浄
土
宗
の
教
え
が
あ
っ
て

も
、
畳
に
念
仏
の
教
え
は
授
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
に
来
て
も
ら
わ
な

い
と
い
け
な
い
。
そ
の
工
夫
を
す
る
の
が
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶

と
い
う
こ
と
で
す
。

②
う
ち
は
う
ち
、
よ
そ
は
よ
そ
で
は
な
く
、
宗
派
を
超
え
て
、
天
台

宗
の
寺
で
も
真
言
宗
の
寺
で
も
禅
宗
の
寺
で
も
法
華
の
寺
で
も
、
よ

そ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

法
式
の
立
場
で
言
う
と
、
そ
れ
を
儀
式
に
生
か
す
。
例
え
ば
百
万

遍
の
数
珠
繰
り
を
す
る
。
京
都
に
は
百
万
遍
の
知
恩
寺
、
ご
本
山
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
毎
月
勤
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
八
月
に
は
地
蔵
盆

と
い
う
各
町
内
の
お
地
蔵
さ
ん
の
祠
の
行
事
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
数

珠
繰
り
は
、
年
寄
り
も
子
ど
も
も
慣
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
数
珠
繰

り
を
し
て
、
た
だ
繰
っ
て
、
そ
れ
を
桐
箱
に
片
付
け
た
ら
、
そ
れ
で
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終
わ
り
で
す
。
数
珠
を
繰
っ
た
と
い
う
だ
け
で
終
わ
り
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
西
山
浄
土
宗
の
あ
る
お
寺
と
か
よ
そ
の
宗
派
の
お
寺

に
行
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
片
付
け
な
い
ん
で
す
。
箱
に
入
れ
る
状
態
で

束
ね
ま
し
て
、
今
、
お
参
り
し
て
い
る
人
の
腰
を
な
で
た
り
、
肩
に

当
て
た
り
、
お
加
持
を
す
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
繰
っ
て
、
桐
箱
へ
片
付
け
て
し
ま
っ
た
ら
そ
れ
だ
け
の
数
珠

で
す
が
、
使
用
方
法
を
ち
ょ
っ
と
ひ
ね
る
だ
け
で
お
参
り
の
人
が
喜

ぶ
使
い
方
が
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

成
田
山
に
行
っ
て
、
護
摩
の
と
き
に
、
お
札
を
炎
で
浄
め
ら
れ
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
皆
が
並
ん
で
何
を
し
て
る
か
と
言
う
と
、
女
の
人

は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
、
男
の
人
は
カ
バ
ン
、
財
布
を
護
摩
の
炎
で
浄
め

て
も
ら
う
わ
け
で
す
。
あ
あ
い
う
こ
と
を
し
て
も
ら
う
と
喜
び
ま
す
。

　

庶
民
が
喜
ぶ
こ
と
は
何
か
。
こ
れ
を
寺
門
経
営
で
考
え
て
お
か
な

い
と
い
け
な
い
。
別
に
浄
土
宗
の
お
寺
の
本
堂
に
護
摩
壇
を
設
え
て
、

成
田
山
み
た
い
に
火
を
た
け
と
言
っ
て
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。

　

一
つ
の
こ
と
で
も
檀
家
が
喜
ん
で
く
れ
る
方
策
は
い
ろ
い
ろ
あ
る

わ
け
で
す
。
宗
派
を
越
え
て
儀
式
を
教
化
に
生
か
す
工
夫
を
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
二
つ
目
で
す
。

③
「
単
直
仰
信
」、
口
で
言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、
経
験
す
る
の
は

至
難
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

難
信
の
時
代
、
一
昨
年
も
申
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
信
仰
の
喜
び

を
伝
え
る
師
匠
に
な
か
な
か
巡
り
会
え
な
い
。
一
昨
年
は
比
叡
山
二

千
日
回
峰
の
酒
井
阿
闍
梨
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま

す
。
法
式
で
は
西
、
東
と
言
い
ま
す
が
、
西
や
東
と
言
っ
て
る
場
合

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
の
五
月
に
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
ま
り
西
の
法
式
の

先
生
が
東
の
五
重
を
手
伝
い
に
行
く
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
東
京

教
区
か
ら
お
呼
び
が
か
か
り
ま
し
て
、
玉
川
組
、
祐
天
寺
さ
ん
、
九

品
仏
の
あ
る
世
田
谷
界
隈
、
目
黒
界
隈
の
お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

九
品
仏
の
浄
真
寺
さ
ん
で
五
重
相
伝
が
組
五
重
が
つ
と
ま
り
ま
し
て
、

三
年
ほ
ど
前
か
ら
の
お
約
束
で
、
回
向
し
に
来
い
と
い
う
こ
と
で
行

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
最
後
の
ご
回
向
の
場
で
お
参
り
の
人
も
受
者
も
泣
い
た
、
私

も
泣
い
た
、
お
導
師
も
泣
い
た
。
お
導
師
を
務
め
ら
れ
た
の
は
、
組

内
の
長
老
さ
ん
、
二
老
さ
ん
、
三
老
さ
ん
な
ど
が
回
り
持
ち
で
お
勤

め
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
亡
く
な
っ
た
息
子
の
面

影
、
私
も
ち
ょ
う
ど
今
年
が
母
親
の
一
七
回
忌
で
す
か
ら
、
そ
の
面

影
が
ふ
っ
と
脳
裏
に
浮
か
び
ま
す
。

　

お
導
師
を
さ
れ
て
た
長
老
さ
ん
も
亡
く
な
っ
た
母
親
の
面
影
が
浮

か
ん
だ
と
。
ち
ょ
っ
と
私
も
ほ
ろ
っ
と
い
た
し
ま
し
た
。
一
瞬
、
声
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が
途
絶
え
ま
し
た
。
祐
天
寺
の
方
丈
が
、「
先
生
、
何
か
あ
り
ま
し

た
か
」
と
言
う
か
ら
、「
何
か
、
あ
っ
た
ん
で
す
。
感
じ
た
ん
で
す
」

と
。
何
を
感
じ
た
か
は
祐
天
寺
の
方
丈
に
は
申
し
ま
し
た
。

　

感
動
は
伝
わ
り
ま
す
。
お
互
い
、
よ
い
も
の
は
取
り
入
れ
る
。
最

近
は
目
を
外
に
向
け
る
、
体
験
を
通
し
て
信
仰
を
伝
え
る
の
は
難
し

い
時
分
で
す
が
、
法
式
に
し
ろ
、
御
詠
歌
の
詠
唱
に
し
ろ
、
と
に
か

く
統
一
し
よ
う
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
を
作
ろ
う
、
教
科
書
を
作
っ
て
、

そ
れ
に
収
め
よ
う
。

　

い
い
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
す
る
と
、
応
用
が
利
か
な
い
。
金
太

郎
飴
の
ど
こ
を
切
っ
て
も
同
じ
顔
の
坊
さ
ん
が
出
て
く
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
坊
さ
ん
ば
か
り
だ

と
面
白
み
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
少
々
お
経
が
下
手
で
も
、
い
い
お

説
教
を
す
る
方
は
お
ら
れ
ま
す
。
音
感
が
悪
い
の
で
、
御
詠
歌
を
唱

え
る
に
は
ガ
ラ
ガ
ラ
声
だ
け
ど
、
表
の
掲
示
伝
道
の
ポ
ス
タ
ー
を
描

か
せ
た
ら
ぴ
か
一
と
い
う
方
も
お
り
ま
す
。

　

得
手
不
得
手
が
誰
に
も
あ
り
ま
す
。
青
色
青
光
、
黄
色
黄
光
と
阿

弥
陀
経
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
分
を
生
か
す
よ
う
な
、

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
。
金
太
郎
飴
で
は
な
く
、
こ
の
住
職
は
、

こ
の
若
和
尚
ど
こ
が
持
ち
味
、
一
番
い
い
と
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
生
か

せ
る
よ
う
に
す
る
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
開
創
一
千
二
百
年
、
い
っ
ぱ
い
の
人
が

宗
派
を
越
え
て
四
国
へ
渡
っ
て
お
り
ま
す
。
お
遍
路
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
は
私
も
檀
家
を
連
れ
て
、
何
回
か
に
分
け
て
一
周
い
た
し
ま
し

た
。
歩
い
て
ま
せ
ん
。
ワ
ゴ
ン
車
で
何
人
か
ず
つ
、
乗
っ
て
行
き
ま

す
。
関
西
を
夜
中
出
発
で
、
夜
中
の
う
ち
に
淡
路
島
を
渡
っ
て
、
朝

一
番
に
室
戸
岬
、
足
摺
岬
に
着
く
よ
う
に
、
夜
、
道
が
す
い
て
る
う

ち
に
移
動
す
る
方
法
で
行
っ
て
ま
す
。

　

行
き
ま
す
と
、
本
堂
の
片
隅
、
手
押
し
車
が
置
い
て
あ
る
。
何
だ
、

こ
れ
は
と
思
っ
て
み
た
ら
、
歩
け
な
か
っ
た
人
が
、
近
所
の
人
、
付

近
に
住
ん
で
る
、
同
行
の
お
遍
路
さ
ん
に
押
し
た
り
引
い
た
り
し
て

も
ら
っ
て
そ
の
寺
ま
で
来
て
、
石
段
で
蹴
躓
い
て
、
そ
の
躓
い
た
シ

ョ
ッ
ク
で
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
歩
け
た
の
で
、
手
押

し
車
が
要
ら
な
い
と
奉
納
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
が
本
堂

に
い
っ
ぱ
い
奉
納
さ
れ
て
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
の
を
見
る
と
、
信
仰
の
な
い
者
で
も
、
あ
あ
そ
う
か
、

有
り
難
い
な
と
、
目
を
通
し
て
有
り
難
い
世
界
に
惹
か
れ
る
。
そ
う

い
う
機
会
は
山
ほ
ど
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
四
国
は
先
達
会
制
度
に
な
っ
た
の
で
す
。
四
回
以
上
回
っ
た

人
が
案
内
先
達
を
取
れ
る
よ
う
な
制
度
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

人
が
ま
た
、
自
分
が
回
っ
て
よ
か
っ
た
ら
、
人
を
連
れ
て
参
る
と
い
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う
制
度
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ど
う
い
う
感
動
を
す
る
か
、
讃
岐
う
ど
ん
が
お
い
し
か
っ
た
。
高

知
の
ほ
う
に
行
っ
て
皿
鉢
料
理
が
お
い
し
か
っ
た
、
カ
ツ
オ
の
た
た

き
が
お
い
し
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
景
色
も
い
い

で
す
が
、
人
情
に
触
れ
る
、
お
接
待
に
触
れ
る
。

　

水
谷
繁
治
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
が
、
尾
張
一
宮
の
方
で
す
。
そ
の
方
の
奥
さ
ん
が
脊
髄
カ
リ
エ

ス
で
重
病
で
動
け
な
い
。
こ
れ
で
最
後
、
今
生
の
思
い
出
に
八
十
八

ヶ
所
を
全
部
回
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
水
杯
で
息
子
ら
に
お
別

れ
を
い
た
し
ま
し
て
、
尾
張
一
宮
の
駅
を
立
っ
て
、
車
い
す
を
押
せ

る
と
こ
ろ
は
押
し
て
、
石
段
の
と
こ
ろ
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
も
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
水
谷
さ
ん
が
奥
さ
ん
を
背
負
っ

て
お
参
り
を
さ
れ
た
。

　

今
よ
り
も
は
る
か
に
交
通
が
不
便
な
と
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
十

七
番
の
神
峯
寺
で
奇
跡
が
起
こ
っ
た
。
脊
髄
カ
リ
エ
ス
で
死
に
か
け

て
る
人
で
す
よ
。
山
の
急
坂
で
お
ん
ぶ
し
て
行
っ
て
ま
し
た
ら
、
奥

さ
ん
、
転
げ
て
背
中
か
ら
落
ち
た
ん
で
す
。
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
れ
か
ら
み
る
み
る
回
復
し
て
、
病
が
失
せ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
喜
び
を
伝
え
る
た
め
に
そ
の
お
寺
に
も
、
ま
た
六
番
の
お
寺

に
も
ご
本
尊
を
奉
納
さ
れ
た
り
、
そ
の
方
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、

今
、
四
国
、
何
千
人
か
何
万
人
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
信
者
会
の
組
織

を
立
ち
上
げ
た
。

　

水
谷
繁
治
さ
ん
の
足
跡
が
四
国
に
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
の
を
若
い
人
を
連
れ
て
い
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
説
明
す
る
と
、

そ
う
い
う
世
界
も
あ
る
ん
だ
、
宗
派
は
違
う
が
信
仰
の
世
界
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
て
く
れ
ま
す
。
浄
土
宗
の
人
を
連
れ
て
い
っ

て
、
オ
ン
ア
ボ
キ
ヤ
ベ
イ
ロ
シ
ャ
ノ
ウ
を
唱
え
な
さ
い
、
南
無
大
師

遍
照
金
剛
を
唱
え
な
さ
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
信
仰
を
伝

え
る
場
所
、
人
が
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
山
の
御
忌
や
ら
を
見
て
い
た
だ
い
て
も
古
色
蒼
然
と
し
て
時
代

的
に
ど
う
か
な
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
あ
れ
で
儀
式
と

し
て
見
た
ら
い
い
な
と
感
動
す
る
人
も
い
る
わ
け
で
す
。
感
動
す
る

と
、
真
剣
に
な
り
ま
す
。
五
重
相
伝
も
し
か
り
、
霊
場
の
お
参
り
も

し
か
り
、
御
忌
法
要
の
随
喜
も
し
か
り
。

　

法
然
上
人
は
、「
生
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、
死
な
ば
浄
土
へ

参
り
な
ん
」、
我
々
浄
土
宗
信
者
の
究
極
の
目
的
を
一
言
で
示
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
お
寺
で
生
ま
れ
た
方
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
よ
う
に
鉄
工
所
の
鉄
く
ず
の
中
で
育
っ
た

者
に
は
、
自
分
が
好
き
で
入
っ
た
こ
の
世
界
で
す
。

　

小
僧
に
師
匠
は
一
々
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
目
で
見
て
盗
む
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わ
け
で
す
。
兄
弟
子
に
怒
ら
れ
ま
す
か
ら
、
今
日
、
怒
ら
れ
て
も
、

明
日
は
怒
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
き
ょ
う
、
し
っ
か
り
と
復
習
す
る
わ

け
で
す
。
鐃
鈸
の
音
が
悪
い
と
言
わ
れ
て
、
き
ょ
う
は
許
し
て
く
れ

る
け
ど
、
明
日
ま
た
鳴
ら
し
て
音
が
鳴
ら
な
い
と
怒
ら
れ
ま
す
。
今

日
中
に
何
と
か
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　

学
ぶ
と
は
真
似
を
す
る
、
盗
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
師
匠
の
い
い

と
こ
ろ
を
盗
む
。
兄
弟
子
の
い
い
と
こ
ろ
を
盗
む
。
そ
う
い
う
こ
と

が
で
き
て
き
た
の
で
す
が
、
今
の
浄
土
宗
宗
団
を
見
る
と
、
い
ろ
い

ろ
な
本
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、
教
科
書
な
ど
、
教
材
は
多
く
な
り
ま
し
た
が
、

聞
き
に
行
く
手
間
を
省
い
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

質
問
が
あ
っ
た
ら
先
生
に
メ
ー
ル
で
聞
く
、
電
話
で
済
ま
す
。
自

分
で
辞
書
を
調
べ
る
よ
り
、
聞
く
の
は
簡
単
で
す
。
電
話
賃
を
払
え

ば
何
分
間
で
終
わ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
す
ぐ
忘
れ
ま
す
。

自
分
の
足
で
歩
い
て
調
べ
た
も
の
、
自
分
で
汗
水
流
し
て
調
べ
た
物

は
覚
え
ま
す
が
、
人
か
ら
き
い
た
も
の
は
忘
れ
ま
す
か
ら
覚
え
な
い
。

簡
単
に
聞
く
、
覚
え
な
い
の
悪
循
環
だ
と
思
い
ま
す
。

　

④
は
前
半
の
一
番
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
人
間
的
に

成
長
せ
よ
。
法
然
上
人
は
「
身
命
財
を
捨
て
て
も
法
を
説
く
べ
し
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
役
者
さ
ん
は
い
い
演
技
が
し
た
か
っ
た
ら

ど
う
す
る
か
。
芸
術
家
は
い
い
絵
が
描
き
た
か
っ
た
ら
、
い
い
陶
芸

の
作
品
が
作
り
た
か
っ
た
ら
、
技
術
だ
け
を
磨
い
て
も
い
け
な
い
わ

け
で
す
。

　

人
間
的
に
成
長
し
な
け
れ
ば
、
い
い
作
品
が
、
い
い
演
技
が
で
き

な
い
。
歌
手
で
も
そ
う
で
す
。
我
々
、
坊
さ
ん
の
世
界
も
そ
う
だ
と

思
い
ま
す
。
今
の
二
十
歳
代
、
こ
れ
か
ら
副
住
職
に
な
っ
て
い
く
人

の
世
代
、
ゆ
と
り
世
代
の
若
者
を
見
る
と
、
言
っ
た
こ
と
は
素
直
に

し
て
く
れ
ま
す
が
、
応
用
も
利
き
ま
せ
ん
。
後
先
が
な
い
。
悪
気
は

な
い
の
で
す
が
、
こ
っ
ち
が
す
る
ほ
う
が
早
い
と
い
う
気
が
し
ま
す

が
、
し
た
ら
し
た
で
覚
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
が
法
式
を
教
え

る
に
し
ろ
何
を
教
え
る
に
し
ろ
、
難
し
い
こ
と
で
す
。

　

感
動
す
る
こ
と
に
乏
し
い
現
代
、
我
々
は
開
経
偈
と
い
う
お
経
で

何
べ
ん
も
何
べ
ん
も
「
我
今
見
聞
得
受
持
」、
我
、
見
聞
し
、
受
持

す
る
こ
と
を
得
た
り
と
言
う
わ
け
で
す
。
見
聞
受
持
し
た
こ
と
は
自

分
の
血
と
な
り
肉
と
な
り
、
や
が
て
教
化
力
と
な
っ
て
表
わ
れ
ま
す
。

人
か
ら
簡
単
に
聞
い
た
こ
と
は
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が

私
が
普
段
、
一
番
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

経
験
が
も
の
を
言
う
の
で
す
か
ら
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
で
す
、

教
師
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
た
ら
ご
本
尊
の
お
茶
湯
は
お
替
え
に
な

り
ま
し
た
か
。
お
花
の
水
は
お
替
え
に
な
り
ま
し
た
か
。
本
堂
の
拭

き
掃
除
、
掃
き
掃
除
、
お
墓
の
草
む
し
り
、
お
便
所
の
掃
除
に
至
る
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ま
で
な
さ
い
ま
し
た
か
。

　

お
尋
ね
し
、
今
、
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
、
そ
れ
は
家
内
の
仕
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
嫁
の
仕
事
で
ご
ざ
い

ま
す
。
わ
し
は
お
勤
め
だ
け
は
す
る
け
ど
も
、
花
の
水
を
替
え
た
こ

と
が
な
い
、
お
茶
湯
を
上
げ
た
こ
と
が
な
い
、
お
霊
膳
、
供
え
た
こ

と
が
な
い
、
一
年
に
一
回
、
お
雑
煮
を
作
っ
て
供
え
る
住
職
は
ま
だ

い
い
ほ
う
で
す
。
本
堂
は
お
勤
め
に
い
く
と
こ
ろ
で
、
お
給
仕
す
る

と
こ
ろ
で
な
い
と
い
う
感
じ
を
皆
さ
ん
、
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
師
匠
は
明
治
三
十
八
年
生
ま
れ
。
師
匠
が
法
要
当
日
、
行
っ

て
い
た
の
は
本
堂
の
掃
除
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ト
イ
レ
掃
除
を
し

て
い
ま
し
た
。
行
事
の
朝
に
は
ト
イ
レ
掃
除
。
で
す
か
ら
私
は
、
年

間
七
、
八
回
、
お
寺
の
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
檀
家
が
朝
か
ら
手
伝

い
に
来
ま
す
が
、「
和
尚
さ
ん
、
何
し
て
る
の
や
。」
ト
イ
レ
掃
除
を

し
て
い
ま
す
。
紫
の
衣
を
着
て
、
鎮
座
ま
し
ま
し
て
ま
せ
ん
。
法
要

の
朝
に
は
小
僧
時
代
か
ら
の
名
残
り
で
、
ト
イ
レ
掃
除
を
し
て
い
ま

す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
あ
り
が
と
う
と
言
え
る

小
僧
も
減
っ
て
き
ま
し
た
。
何
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
大
阪
の
駅

で
会
っ
て
、
晩
御
飯
、
一
緒
に
食
べ
に
行
こ
う
か
と
誘
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
あ
り
が
と
う
と
言
っ
て
ほ
し
い
が
た
め
に
晩

御
飯
に
誘
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、
普
通
の
常
識
と
し
た
ら
、
二

日
後
か
三
日
後
、
一
週
間
後
か
一
ヶ
月
後
に
会
っ
た
ら
、「
先
生
、

こ
の
間
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
こ
の

ご
ろ
の
子
は
言
い
ま
せ
ん
。
知
ら
ん
顔
。

　

そ
れ
で
い
い
ん
で
す
か
。
私
に
も
そ
う
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
檀
家

に
対
し
て
も
そ
の
人
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
檀
家
か
ら
物
を
貰
っ

て
も
当
た
り
前
だ
と
思
う
、
礼
も
言
わ
な
い
、
そ
う
い
う
坊
さ
ん
が

育
っ
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

十
番
ま
で
言
い
た
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
明
日
あ
り
ま

す
か
ら
、
半
分
残
し
て
き
ょ
う
は
半
分
ま
で
言
い
ま
す
。

　

う
ち
の
寺
の
前
に
村
井
さ
ん
と
い
う
家
が
あ
り
ま
す
。
車
を
出
し

て
出
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
子
ど
も
の
通
学
時
間
で
道
い
っ

ぱ
い
に
子
ど
も
が
広
が
っ
て
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
て
も
の
か

な
い
わ
け
で
す
。
う
ち
の
寺
か
ら
歩
い
て
一
分
か
二
分
く
ら
い
の
と

こ
ろ
に
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
小
学
校
の
正
門
の
と
こ
ろ
で
生

徒
を
迎
え
て
生
活
指
導
を
し
て
い
る
先
生
に
、
村
井
さ
ん
が
、
車
が

来
た
り
単
車
が
来
た
ら
よ
け
た
ら
ど
う
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
先
生

は
教
育
で
き
な
い
の
か
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

　

今
か
ら
十
年
ほ
ど
前
で
す
が
、
そ
の
先
生
が
何
と
言
っ
た
か
。

「
道
は
皆
の
も
ん
で
し
ょ
。」
そ
う
い
う
先
生
が
皆
さ
ん
の
檀
家
の
孫
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を
育
て
て
ま
す
。
そ
の
子
が
こ
れ
か
ら
中
学
に
な
り
、
高
校
に
な
り
、

大
学
に
な
り
、
い
ず
れ
お
寺
の
世
話
方
に
な
り
、
総
代
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
育
て
て
る
先
生
が
そ
れ
で
す
か
ら
、
恐
ろ
し
い
時
代

だ
な
と
。

　

人
格
形
成
は
小
学
生
の
と
き
が
大
事
だ
と
、
工
業
繊
維
大
学
の
三

木
先
生
と
い
う
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
。
私
は
有
り
難
い
こ
と
に

滋
賀
県
の
田
舎
の
観
音
の
里
と
言
わ
れ
る
湖
北
で
育
ち
ま
し
た
。
小

学
校
の
先
生
は
ほ
と
ん
ど
、
男
の
先
生
は
真
宗
の
お
寺
の
住
職
、
女

の
先
生
は
お
寺
の
寺
庭
婦
人
で
す
。

　

小
学
校
一
年
、
二
年
の
と
き
の
天
守
志
乃
武
先
生
は
音
楽
の
楽
し

さ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
三
年
生
の
蓮
渓
ミ
エ
先
生
は
、
け

じ
め
と
い
う
こ
と
が
や
か
ま
し
か
っ
た
。
四
年
生
の
と
き
の
古
松
祐

教
先
生
は
、
一
年
だ
け
の
担
任
で
し
た
が
、
人
間
的
な
温
か
さ
を
教

え
て
く
だ
さ
っ
た
。
親
し
み
の
持
て
る
人
間
に
な
れ
と
、
そ
れ
ば
か

り
で
、
子
ど
も
と
同
じ
目
線
で
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

五
年
、
六
年
の
と
き
は
麓
龍
暢
先
生
、
お
寺
の
御
縁
さ
ん
で
ご
ざ

い
ま
す
。
一
日
一
分
、
掲
示
伝
道
の
基
本
を
小
学
生
に
、
毎
日
こ
こ

に
生
活
の
目
標
を
書
い
て
、
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
書
き
写
さ
せ
て
、
掲

示
伝
道
の
基
本
を
こ
ん
こ
ん
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
い
う
先

生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
今
、
私
が
こ
こ
に
い
る
の
か
な
。

人
格
形
成
は
小
学
生
の
と
き
が
大
事
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

憧
れ
る
師
僧
。
そ
れ
を
追
い
か
け
る
弟
子
。
追
い
越
せ
た
ら
最
高

で
す
が
、
追
い
越
せ
、
追
い
抜
け
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
あ

る
べ
き
宗
門
の
こ
れ
か
ら
の
僧
侶
を
考
え
る
理
想
像
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
反
し
て
、
今
ま
で
お
話
を
し
た
僧
侶
の
常
識
前
の
マ
ナ
ー

の
低
下
。
晋
山
式
の
茶
昆
布
式
と
い
う
の
で
、
法
式
で
は
譲
り
合
い

の
精
神
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
七
月
、
八
月
の
講
習
会
で
も
、
先
生

方
が
一
生
懸
命
汗
を
拭
い
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
最
中
に
、
ぱ
た
ぱ
た

扇
で
仰
い
で
聞
い
て
い
る
。

　

私
ら
の
声
明
の
先
生
、
宍
戸
栄
雄
先
生
だ
っ
た
ら
、「
は
い
、
そ

こ
」
っ
て
怒
ら
れ
ま
し
た
。
人
の
話
を
聞
く
の
に
扇
で
仰
ぐ
と
は
何

事
か
。
そ
こ
で
話
を
終
わ
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
、
そ
う
い
う
先
生
も
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
皆
、
当
た
り
前
で
し
ょ

う
。
暑
か
っ
た
ら
仰
ぐ
。
当
然
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
の
話
を
聞

く
態
度
が
で
き
て
い
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
講
習
会
に
行
っ
て
も
そ
う

思
い
ま
す
。

　

自
分
の
意
思
が
大
事
。
私
も
京
都
で
二
、
三
ヶ
寺
、
法
類
を
し
て

い
る
寺
が
あ
り
ま
す
。
悲
し
い
か
な
、
住
職
が
亡
く
な
り
ま
し
て
、

一
ヶ
寺
は
息
子
が
、
一
ヶ
寺
は
娘
が
、
私
が
継
ぐ
、
僕
が
継
ぎ
ま
す
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と
言
っ
た
か
ら
、
一
人
は
住
職
で
継
が
せ
ま
し
た
。
一
人
は
本
学
の

一
回
生
に
今
年
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
辞
め
る
か
？
、
辞
め
る
な
ら
今
。
継
ぐ
か
？
、
ど
う
す
る
。」

「
継
ぎ
ま
す
。
私
、
や
り
ま
す
」、「
僕
、
や
り
ま
す
」
と
い
う
自
分

の
意
思
を
尊
重
し
て
継
が
し
て
お
り
ま
す
し
、
養
成
の
道
に
進
ま
せ

ま
し
た
。

　

師
匠
か
ら
弟
子
へ
教
え
る
。
昔
と
違
っ
て
、
見
て
盗
む
と
い
う
こ

と
が
で
き
な
い
世
の
中
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
経

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
覚
え
る
時
代
で
す
。
時
代
は
変
わ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昭
和
最
後
の
小
僧
生
活
を
し
た
私
が
言
う
の
も

お
か
し
い
で
す
が
、
昔
の
ア
ナ
ロ
グ
の
人
間
が
言
う
こ
と
だ
と
聞
き

流
し
て
い
た
だ
い
た
ら
結
構
で
す
。
半
分
ま
で
お
話
を
さ
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
後
ほ
ど
補
足
は
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
失
礼
い
た

し
ま
し
た
。

　
〇
田
中　

お
聞
き
の
と
お
り
半
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
残
り
時
間
が
出

ま
し
た
ら
、
清
水
先
生
の
追
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
今
岡
先
生
、
総
合
研
究
所
か
ら
の
提
案
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〇
今
岡　

総
合
研
究
所
の
今
岡
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
総
合
研
究
所
で
は
僧
侶
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
長
ら
く

研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
結
果
が
『
教
化
研
究
』
に
も
報

告
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
私
は
研
究
ス
タ
ッ
フ
の
一
員
で
は
な
い
も
の
で
す

か
ら
、
中
身
を
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
小
澤
先
生
、

林
田
先
生
を
は
じ
め
、
き
ょ
う
こ
こ
に
大
勢
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン

バ
ー
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
前
で
私
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
非
常
に
つ
ら
い
立
場
に
あ
り
ま
す

こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
レ
ジ
メ
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
総
合
研
究
所
で
は

「
僧
侶
（
宗
教
的
指
導
者
）
養
成
の
総
合
的
研
究
」
を
平
成
七
年
か

ら
平
成
十
年
ま
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。『
教
化
研
究
』
平
成
十
三
年

の
№
十
二
の
二
ペ
ー
ジ
か
ら
百
九
十
八
ペ
ー
ジ
ま
で
で
す
か
ら
、
膨

大
な
量
の
研
究
成
果
を
報
告
し
て
お
り
ま
す
。
目
次
だ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
お
示
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
、
発
表
者
を
引
き
受
け
る
に
当
た
り
ま
し
て
、
も
う
一
度
全

体
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
私
が
非
常
に
大
き
く
共
鳴

す
る
と
こ
ろ
が
二
ヶ
所
ご
ざ
い
ま
し
た
。
歴
史
的
研
究
と
い
う
も
の

は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
の
僧
侶
像
を
考
え
る
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と
い
う
中
で
、
特
に
私
が
こ
れ
は
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と

こ
ろ
は
、
ま
ず
基
調
講
演
で
大
南
先
生
が
取
り
上
げ
ま
し
た
林
田
先

生
の
宗
教
的
指
導
者
像
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

念
仏
信
者
で
あ
り
、
願
往
生
人
と
し
て
の
宗
教
者
で
あ
り
、
布
教

者
、
教
化
者
と
し
て
の
宗
教
的
指
導
者
で
あ
る
こ
と
と
い
う
記
述
が

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
ま
さ
に
僧
侶
イ
コ
ー
ル
宗
教
的
指
導
者
と
考

え
た
場
合
に
は
、
ま
さ
に
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
に
続
き
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
念
仏
者
で
あ
り
修
学
を
重

ね
念
仏
往
生
の
道
理
を
よ
り
深
く
強
固
に
し
、
教
化
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
い
う
但
書
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
具
体
的
に
は
科
学
的
合

理
主
義
や
社
会
的
風
潮
に
流
さ
れ
ず
、
一
人
で
も
多
く
の
衆
生
を
念

仏
信
仰
に
結
縁
さ
せ
る
と
い
う
布
教
教
化
の
意
思
を
持
ち
、
現
代
社

会
を
取
り
巻
く
様
々
な
問
題
へ
の
応
用
可
能
な
幅
広
い
視
点
を
失
わ

ず
に
修
学
を
重
ね
、
た
ゆ
ま
ぬ
念
仏
実
践
に
基
づ
く
日
々
の
生
活
に

裏
付
け
ら
れ
た
力
に
よ
っ
て
凡
夫
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

浄
土
宗
の
念
仏
往
生
だ
け
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
教
え
ら
れ

る
人
と
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

僧
侶
像
、
特
に
そ
れ
を
宗
教
的
指
導
者
像
と
し
て
考
え
た
場
合
に

は
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
一
つ
の
姿
で
は
な
い
か
と
読
み
取
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
同
じ
報
告
書
の
中
で
最
後
に
こ
れ
か
ら
の
浄

土
宗
僧
侶
養
成
を
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た

牧
達
雄
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ

も
一
つ
、
感
銘
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

実
は
僧
風
刷
新
と
生
涯
教
育
と
い
う
テ
ー
マ
で
書
か
れ
て
い
る
文

章
で
ご
ざ
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
、
浄
土
宗
あ
る
い
は
浄
土
宗
に
限

ら
ず
仏
教
が
腐
敗
し
た
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
と
き
に
行
わ
れ
た
の
が
僧
風
刷
新
の
流
れ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
捨
世
派
と
興
律
派
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
律
を
中
心
に
お

念
仏
を
実
践
す
る
と
い
う
一
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

お
り
ま
す
。

　

現
代
社
会
の
中
で
尊
敬
さ
れ
る
宗
教
的
指
導
者
と
い
う
も
の
を
考

え
た
場
合
に
は
、
自
ら
を
律
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
っ
た
次
第

で
す
。
詳
し
く
は
『
教
化
研
究
』
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
も

う
一
度
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
第
二
の
視
点
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
調
査
を
曹
洞
宗
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。
大
体
浄
土
宗
総
合
研
究
所
が
、

僧
侶
像
の
研
究
、
そ
の
前
に
行
っ
た
葬
祭
研
究
も
時
期
的
に
は
早
い
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時
期
に
行
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
曹
洞
宗
さ
ん
が
同
じ
テ
ー
マ
で
行

う
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。

　

こ
こ
で
も
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
で
『
僧
侶
―
そ
の
役
割

と
課
題
―
』
と
い
う
書
籍
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
現
代

の
僧
侶
の
問
題
点
、
浄
土
宗
と
共
通
す
る
問
題
、
そ
れ
か
ら
曹
洞
宗

固
有
の
問
題
等
々
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
面
白
か
っ
た
の
は
、
情
報
化
社
会
と
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
、

実
際
に
曹
洞
宗
の
ほ
う
が
苦
情
メ
ー
ル
を
直
接
受
け
て
い
る
そ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
曹
洞
宗
の
僧
侶
に
対
し
て
様
々
な
苦
情
が
宗

の
ほ
う
に
届
け
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
法
事
の
時
間
を
予
定
よ
り
早
く
始
め
て
早
く
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
。
何
で
と
聞
い
た
ら
、
孫
と
遊
び
に
行
く
か
ら
い
い
だ
ろ

う
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
施
主
へ
の
配
慮
を
欠
く
高
額

な
お
布
施
を
要
求
さ
れ
た
と
い
う
も
の
。
お
葬
儀
に
百
万
、
寄
越
さ

な
け
れ
ば
や
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
法

事
の
予
約
の
ミ
ス
を
し
た
ご
住
職
が
い
ま
し
て
、
自
分
の
ミ
ス
の
せ

い
に
し
な
い
で
、
お
ま
え
が
間
違
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
ご
り
押
し
を
し

た
と
か
。
事
細
か
に
い
ろ
い
ろ
な
文
句
が
い
っ
ぱ
い
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。
曹
洞
宗
さ
ん
も
宗
と
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
大
変
だ
と

思
い
ま
し
た
。

　

逆
に
言
う
と
、
宗
と
し
て
そ
う
い
う
一
般
の
檀
信
徒
の
声
を
取
り

上
げ
て
研
究
の
テ
ー
マ
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
浄
土
宗
と
は
ち
ょ
っ

と
違
っ
た
試
み
か
な
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
議
論
を
前
提
に
し
た
上
で
、
求
め
ら
れ
る
僧
侶
像
と

い
う
こ
と
で
五
つ
の
項
目
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
第
一
章
か
ら
第
五

章
の
テ
ー
マ
が
ま
さ
に
求
め
ら
れ
る
僧
侶
像
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
が
人
々
か
ら
帰
依
さ
れ
る
僧
侶
で
あ
り
ま
す
。
第
二
が
座
禅

と
教
義
を
説
け
る
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
、
座
禅
を
し
て
な
い
曹
洞
宗

の
僧
侶
が
実
は
い
っ
ぱ
い
い
る
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
世
の
中
で
は

知
ら
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
、
座
禅
を

し
、
座
禅
を
き
ち
ん
と
説
け
る
僧
侶
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

第
三
が
儀
礼
主
催
者
と
し
て
の
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
、
時
に
は
批

判
的
に
な
る
人
に
さ
え
感
動
を
与
え
る
よ
う
な
儀
式
が
で
き
る
僧
侶

と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

第
四
に
人
々
と
共
に
生
き
る
僧
侶
。
葬
祭
儀
礼
を
通
し
て
僧
侶
は

檀
信
徒
と
と
も
に
生
き
て
き
た
と
い
う
伝
統
を
。
曹
洞
宗
で
す
か
ら
、

葬
儀
の
源
は
曹
洞
宗
だ
と
い
う
自
負
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
葬

儀
を
通
じ
て
檀
信
徒
と
強
く
結
び
つ
い
て
き
た
と
い
う
伝
統
を
今
後

も
守
っ
て
、
檀
信
徒
と
付
き
合
っ
て
い
く
、
檀
信
徒
と
と
も
に
生
き
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る
僧
侶
。

　

第
五
に
現
代
社
会
に
生
き
る
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
福
祉
と

か
同
悲
・
同
苦
の
活
動
を
行
う
僧
侶
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

僧
侶
像
と
し
て
五
つ
の
点
を
挙
げ
て
い
る
の
が
曹
洞
宗
の
「
僧
侶
―

そ
の
役
割
と
課
題
―
」
の
骨
子
で
あ
ろ
う
と
思
う
次
第
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
教
団
が
ど
う
い
う
僧
侶
像
が
望
ま
れ
る
か
と
い
う

調
査
・
研
究
を
行
っ
た
結
果
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
と
そ
の
発
端
に

な
り
ま
す
の
は
、
現
在
僧
侶
が
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
な
視
点
で
受
け

止
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
「
現
代
社
会
に
お
け
る
僧
侶
の
評
価
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
が
僧
侶
に

対
し
て
様
々
な
評
価
を
し
て
い
る
。
非
常
に
耳
の
痛
い
と
こ
ろ
が
ご

ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
意
見
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ

ろ
う
と
い
う
の
が
社
会
か
ら
の
僧
侶
の
評
価
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
お
示
し
し
た
の
が
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
調
査
「
聴
衆
の

目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
課
題
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
で
ご
ざ
い
ま

す
。『
教
化
研
究
』
№
二
十
三
に
そ
の
結
果
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
現
代
布
教
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
行
っ
た
も
の
で
、
本
総

合
学
術
大
会
の
ポ
ス
タ
ー
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
そ
の
発
表
を
し
て
お

り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
に
行
き
ま
す
と
、
詳
し
い
デ
ー

タ
を
見
る
こ
と
、
ま
た
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
我
々
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
お
説
教
を
し
て
、

お
法
話
を
し
て
い
ま
す
が
、
聴
衆
は
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
聞
い

て
い
る
の
か
、
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
、
反
応
が
我
々
自
身
に
は
戻

っ
て
こ
な
い
。
大
勢
の
前
で
話
し
て
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
、
首
を
縦

に
振
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
う
な
づ
い
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
中
で

お
話
し
て
る
と
、
わ
か
っ
て
く
れ
る
ん
だ
、
き
ょ
う
は
話
を
し
て
充

実
し
て
よ
か
っ
た
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
は
聞

い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
山
級
の
、
例
え
ば
大
本
山
増
上
寺
で
す
と
、
日
曜
大
殿

説
教
が
あ
り
ま
す
。
人
数
は
少
な
い
で
す
が
、
お
話
を
聞
き
に
来
て

く
だ
さ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
に
ア
ン
ケ
ー
ト

用
紙
を
配
り
、
き
ょ
う
の
話
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
面
白
か
っ
た
か
と

か
、
坊
さ
ん
は
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
ら
い
い
の
か
な

ど
、
調
査
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
浄
土
宗
の
寺
院
だ
け
で
は
な
く
て
、
他
宗
の
本
山
級
の
と

こ
ろ
に
も
行
き
ま
し
て
、
真
宗
も
日
蓮
宗
も
全
部
合
わ
せ
て
集
計
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
回
答
数
八
百
十
五
通
で
ご
ざ
い
ま
す
。
多

い
か
少
な
い
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は
十
分
大



─ 50 ─

き
な
皆
さ
ん
か
ら
の
レ
ス
ポ
ン
ス
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

質
問
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
特
に
僧
侶
へ
の
評
価

と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
ま
し
た
の
が
問
11
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
「
僧
侶
に
対
し
て
特
に
求
め
る
も
の
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質

問
で
三
つ
ま
で
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
山
の
お
説
教
を
聞
き
に
こ
ら
れ
る
方
で
す
か
ら
、
信
者
さ
ん
と

し
て
は
熱
心
な
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
熱
心
な
方
が
お
坊
さ
ん
に
求
め

る
第
一
は
、
人
徳
の
高
さ
で
す
。
徳
が
高
い
。
見
た
だ
け
で
わ
か
る

か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
徳
が
高
い
と
い
う
の
が
一
番
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

次
が
お
説
教
を
聞
き
に
き
て
お
り
ま
す
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
話
が
う
ま
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
三
位
は
親
し
み
や
す

さ
、
第
四
位
は
日
々
の
修
行
、
第
五
位
は
教
養
が
あ
る
。
こ
れ
も
多

分
、
親
し
み
や
す
さ
、
日
々
の
修
行
は
徳
の
高
さ
に
結
び
付
く
要
因

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
人
柄
、
そ
う
い
う
も
の
が
僧
侶
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
が

よ
く
わ
か
る
し
、
な
お
か
つ
人
柄
が
い
い
だ
け
で
は
だ
め
で
、
我
々

の
宗
旨
で
い
き
ま
す
と
、
お
念
仏
を
説
け
る
、
話
が
ち
ゃ
ん
と
で
き

る
と
い
う
の
が
重
要
で
あ
る
の
が
一
つ
で
、
篤
信
の
信
者
さ
ん
た
ち

が
見
た
僧
侶
像
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
が
批
判
的
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
上
田
紀

行
先
生
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
放
送
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
現
代
「
岐
路
に
立
つ
お
寺
～
問
わ
れ
る
宗
教
の
役
割
～
」
中
で
、

発
言
さ
れ
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

約
九
割
の
方
が
仏
教
に
対
し
て
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
寺
に
対
し
て
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人
は
聞
き
ま
す

と
、
二
割
五
分
ぐ
ら
い
に
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
僧
侶
に
対

し
て
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
人
と
聞
く
と
一
割
ぐ
ら
い
に
な

る
と
い
う
話
を
し
て
お
り
ま
す
。
お
寺
と
か
お
坊
さ
ん
は
仏
教
を
や

っ
て
な
い
と
思
い
ま
す
と
い
う
発
言
で
あ
り
ま
す
。

　

我
々
は
仏
教
徒
で
あ
る
と
確
信
を
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
の
仏
教
徒
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
僧
侶
た
ち
が
傍
か
ら
ど
う

見
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
彼
ら
は
仏
教
し
て
な
い
と
見
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
な
痛
烈
な
批
判
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
昔
、
名
刺
を
貰
っ
た
と
き
は
勝
桂
子
（
カ
ツ
ケ
イ
コ
）
と

振
っ
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
ス
グ
ロ
ケ
イ
コ
さ
ん
と
い
う
そ

う
で
、『
い
い
お
坊
さ
ん
ひ
ど
い
お
坊
さ
ん
』
と
い
う
本
を
出
し
て

お
ら
れ
ま
す
。

　

社
会
的
な
活
動
を
し
て
い
る
お
坊
さ
ん
は
い
い
お
坊
さ
ん
と
言
っ
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て
い
ま
す
。
悪
い
お
坊
さ
ん
は
い
っ
ぱ
い
い
る
と
い
う
話
で
ご
ざ
い

ま
す
。
五
十
人
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
と
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

あ
る
と
き
焼
き
肉
を
食
べ
て
い
た
ら
、
僧
侶
の
団
体
が
入
っ
て
き

て
派
手
に
ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
て
、
楽
し
そ
う
に
宴
会
を
始
め
ま
し
た
。

僧
侶
は
焼
き
肉
店
で
大
騒
ぎ
し
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
シ
ョ

ッ
ク
で
し
た
。（
四
十
歳
・
女
性
・
雑
誌
記
者
）

　

僧
侶
の
会
合
に
書
道
用
品
を
出
店
す
る
た
め
に
手
伝
っ
て
ほ
し
い

と
の
依
頼
が
あ
り
温
泉
地
に
行
き
ま
し
た
。
百
人
以
上
は
い
る
か
と

思
わ
れ
る
僧
侶
と
そ
の
ご
夫
人
方
の
会
合
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
華
々

し
く
、
片
隅
に
設
け
ら
れ
た
書
道
用
品
や
草
履
、
光
物
、
そ
の
他
グ

ッ
ズ
、
高
額
商
品
を
含
め
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し

ま
す
。

　

宴
会
に
も
同
席
し
ま
し
た
が
、
お
酒
の
飲
み
っ
ぷ
り
も
半
端
じ
ゃ

な
く
て
豪
快
。
ね
え
ち
ゃ
ん
も
二
次
会
、
来
い
や
と
一
つ
の
部
屋
を

開
放
し
て
促
さ
れ
た
二
次
会
で
も
こ
れ
ま
た
豪
快
な
飲
み
っ
ぷ
り
。

そ
れ
以
来
私
の
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
飲
ん
べ
え
、
金
持
ち
、
奥
さ

ん
が
派
手
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
五
十
個
、
書
か
れ

て
お
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
思
い
当
た
る
節
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に

来
て
い
る
お
よ
そ
二
百
名
の
僧
侶
の
方
々
は
こ
ん
な
こ
と
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

次
に
西
山
浄
土
宗
西
部
青
年
僧
の
会
が
『
僧
侶
は
ど
ん
な
イ
メ
ー

ジ
で
見
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
～
葬
儀
社
の
方
に
聞
い
て
み

ま
し
た
～
』
と
質
問
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中

で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

僧
侶
に
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
、
92
％
。
高
級
車
に
乗
っ
て
く
る

僧
侶
を
不
快
だ
と
思
い
ま
す
か
、
80
％
。「
坊
主
丸
も
う
け
」
だ
と

思
い
ま
す
か
、
80
％
。
僧
侶
は
お
金
に
執
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

か
、
79
％
。

　

葬
儀
社
の
方
は
ど
う
も
僧
侶
に
対
し
て
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

な
い
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
葬
祭
社
者

の
方
た
ち
に
対
し
て
も
我
々
も
悪
く
言
っ
て
い
ま
す
。
今
、
葬
祭
を

リ
ー
ド
し
て
い
る
の
は
葬
儀
社
で
商
売
の
た
め
に
や
っ
て
い
る
と
い

う
意
識
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
互
い
に
競
争
関
係
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
こ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
人
た

ち
が
多
く
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
般
の
人
が
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
ネ
ッ
ト
の
中
で
お
坊
さ
ん

に
対
し
て
ど
う
思
う
か
意
見
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
結
構
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
見
る
と
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
ま
す
。
Ｙ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｏ

の
知
恵
袋
は
一
般
に
よ
く
寄
与
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
中
で
「
み
な
さ
ま
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
お
坊
さ
ん
と
は
ど
う

い
う
も
の
で
す
か
？
」
と
い
う
の
で
ベ
ス
ト
ア
ン
サ
ー
に
選
ば
れ
た

回
答
は
、
お
寺
は
幼
稚
園
や
駐
車
場
で
儲
か
っ
て
る
。
こ
れ
は
正
し

い
表
現
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て

い
る
。

　

宗
教
法
人
は
非
課
税
な
の
で
、
儲
け
は
丸
々
使
え
る
。
こ
れ
も
そ

う
だ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
事
実
と
は
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
。

　

観
光
地
の
有
名
な
お
坊
さ
ん
は
タ
レ
ン
ト
み
た
い
。
お
寺
の
後
継

者
が
少
な
い
の
で
、
次
男
三
男
で
も
養
子
の
口
が
あ
る
。

　

全
員
が
思
っ
て
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
思
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
は
意
識
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
浄
土
宗
僧
侶
像
は
と
い
う
こ
と
で
最
後
の
と
こ
ろ
に
入
り

ま
す
。
私
が
望
ま
れ
る
僧
侶
像
と
言
っ
た
と
き
に
、
我
々
は
具
備
す

べ
き
も
の
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。
全
部
目
指
し
た
ら
ス
ー

パ
ー
僧
侶
で
あ
り
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
僧
侶
は
な
か
な
か
難
し
い
。
私

は
こ
れ
、
私
は
こ
れ
と
い
う
僧
侶
が
で
き
上
が
っ
て
く
る
。
私
は
教

学
だ
、
私
は
法
式
だ
。
私
は
布
教
だ
。
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
こ
に

い
る
存
在
意
義
だ
と
思
い
ま
す
、

　

だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
は
基
本
的
に
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
学
校
教
育
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
教
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

た
だ
そ
こ
で
私
が
懸
念
す
る
の
は
、
例
え
ば
こ
こ
に
い
る
二
百
名

の
皆
さ
ん
方
に
再
研
修
、
再
教
育
を
し
て
も
っ
と
立
派
な
坊
さ
ん
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
、
実
際
に
多
く
の
人
た
ち
か
ら
の
評
価

を
受
け
る
よ
う
な
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
は
立
派
で
す
ね
と
い
う
評
価

が
得
ら
れ
る
か
と
言
う
と
、
皆
さ
ん
は
相
当
い
い
お
坊
さ
ん
で
す
か

ら
、
再
研
修
を
し
て
ち
ょ
っ
と
グ
レ
ー
ド
が
上
が
っ
て
も
大
き
な
評

価
は
出
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
考
え
ま
し
た
の
は
、
僧
風
刷
新
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う

こ
と
か
と
言
う
と
、
最
低
の
者
を
ど
う
に
か
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
。
最
低
の
者
を
ど
う
に
か
す
る
し
か
、
や
り
様
が
な
い
。

　

そ
れ
に
は
江
戸
時
代
に
考
え
て
た
よ
う
に
あ
る
程
度
僧
侶
の
身
の

律
し
方
み
た
い
な
最
低
限
の
も
の
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
形
の
僧
風
刷
新
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

プ
ラ
ス
を
増
や
す
、
我
々
、
で
き
の
い
い
お
坊
さ
ん
か
ら
で
き
の

悪
い
方
々
ま
で
、
こ
れ
を
分
布
で
表
し
て
み
ま
す
と
、
正
規
分
布
の

形
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
正
規
分
布
の
高
い
シ
グ
マ
の
と
こ
ろ
を
大
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き
く
育
て
る
よ
り
、
下
の
ほ
う
の
者
を
い
か
に
救
い
上
げ
る
か
、
拾

い
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
提

案
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
で
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
〇
田
中　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ほ
ぼ
時
間
を
お
守
り
い
た

だ
き
な
が
ら
、
先
生
方
か
ら
ご
発
表
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
残
り

は
清
水
先
生
の
も
の
が
半
分
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。
明
日
、
そ
の
続
き
を
お
話
し
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
捉
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
松
岡
先
生
に

は
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
縁
の
変
化
で
す
。
明
治
維
新
に
よ
る
。

こ
れ
は
政
策
的
な
こ
と
も
あ
る
。
周
り
の
変
化
に
よ
っ
て
お
坊
さ
ん

が
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

僧
と
俗
と
の
は
ざ
ま
で
、
先
生
が
言
わ
れ
た
の
は
、
世
間
が
お
坊

さ
ん
は
我
々
と
同
じ
だ
と
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

逆
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
お
坊
さ
ん
の
ほ
う
に
も
、
俺
ら
だ
っ

て
普
通
の
人
間
じ
ゃ
な
い
か
。
逆
に
迎
合
し
て
、
合
し
て
し
ま
っ
た
。

我
々
が
一
般
の
人
た
ち
に
自
分
た
ち
の
生
活
様
式
ま
で
合
せ
て
し
ま

っ
た
。

　

例
え
ば
、
今
岡
先
生
は
き
つ
い
言
葉
で
最
低
の
者
と
言
わ
れ
た
の

で
す
が
、
合
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皆
、
ベ
ン
ツ
に
乗
っ

て
る
か
ら
、
俺
も
乗
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
つ
ま
り
一
般
の
人
た

ち
に
生
活
を
合
せ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
生
活
を
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
面
で
す
。

　

例
え
ば
宴
会
で
酒
の
飲
み
っ
ぷ
り
は
立
派
で
、
お
坊
さ
ん
は
お
金

持
ち
で
、
奥
さ
ん
が
ど
う
の
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
い
う
よ
う
に

見
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
私
も
ち
ょ
っ
と
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
奥
さ
ん
が
ど
う
の
こ
う
の
は
、
私
の
と
こ
ろ
、
な
い
で
す

よ
。
私
は
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
に
人
か
ら
見
ら
れ
た
ら
、
お
坊
さ
ん
っ
て
す
ご
い
な
。

お
金
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
と
見
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
生
活
そ
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
う
い
う

い
ろ
い
ろ
な
人
の
目
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
。

　

松
岡
先
生
に
は
寺
離
れ
と
僧
侶
離
れ
の
と
こ
ろ
で
、
恐
ら
く
こ
れ

は
寺
院
の
空
洞
化
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
寺
院
の
役
割
が
空
洞
化
し

て
い
っ
た
。
つ
ま
り
外
注
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
。

　

清
水
先
生
の
は
明
日
、
お
聞
き
を
し
て
お
ま
と
め
す
る
と
し
ま
し

て
、
今
岡
先
生
の
お
話
は
教
員
が
デ
ィ
グ
リ
ー
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
檀
信
徒
に
よ
る
お
坊
さ
ん
Ｆ
Ｄ
が
あ
り



─ 54 ─

得
る
。
デ
ィ
グ
リ
ー
は
評
価
で
す
。
信
徒
さ
ん
か
ら
、
檀
家
さ
ん
の

ほ
う
か
ら
ご
住
職
の
評
価
表
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
一
ヶ
所
だ
け
、「
お
寺
さ
ん

は
仏
教
を
や
っ
て
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
そ
の
発
言
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
発
言
し
た
ほ
う
の
信
者
さ
ん
た
ち
、
一
般
の
人
た
ち
の

捉
え
ら
れ
て
る
仏
教
は
一
体
、
我
々
が
や
っ
て
な
い
仏
教
。
お
寺
さ

ん
が
や
っ
て
な
い
仏
教
と
い
う
言
葉
の
裏
側
に
、
何
が
あ
る
の
か
な
。

仏
教
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
気
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
強
力
な
言
葉
、
む
し
ろ
こ
こ
に
ご
出
席
の
先
生
方
よ
り

も
最
低
の
者
を
ど
う
引
き
上
げ
る
か
の
ほ
う
が
大
事
だ
ろ
う
と
い
う

厳
し
い
ご
意
見
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
含
め
ま
し
て
、
明
日
、

そ
こ
に
お
座
り
の
私
が
一
人
一
人
、
こ
こ
に
お
立
ち
に
な
っ
て
い
た

だ
い
て
、
僧
侶
像
を
考
え
る
、
語
る
と
す
れ
ば
、
一
体
何
を
語
る
か

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
臨
ん
で
く
だ
さ
い
と
、
最
初
に
お
願
い
し

ま
し
た
。

　

明
日
は
そ
れ
ぞ
れ
少
し
だ
け
言
い
残
し
分
を
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
そ
の
後
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
等
、
頂
戴
し
な
が
ら
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
時
間
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

	

（
了
）



─ 55 ─

〇
田
中
（
司
会
）　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
昨
日
に
引
き
続
き
ま

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
昨
日
、
学
術

大
会
の
開
会
式
が
こ
の
部
屋
で
行
わ
れ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
午
後
か

ら
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
先
生
方
の
素
晴
ら
し
い
お
十
念
の
お
声
、
念
仏
の
お

声
を
聞
か
し
て
い
た
だ
い
て
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
お
坊
さ
ん
が

お
ら
れ
た
ら
何
と
か
な
る
で
し
ょ
う
と
い
う
の
が
私
の
意
識
で
す
。

こ
ん
な
に
パ
ワ
ー
の
あ
る
先
生
方
が
集
ま
っ
た
ら
、
何
と
か
日
本
を

変
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

き
ょ
う
は
ま
ず
、
発
表
者
の
皆
さ
ん
、
言
い
残
し
の
弁
が
あ
る
そ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
言
い
残
し
の
弁
を
、
特
に
清
水
先
生

に
関
し
ま
し
て
は
、
昨
日
半
分
し
か
言
っ
て
い
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
会
い
し
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
あ
と
の
半
分
を
言

わ
せ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
先
生
に
は
少
々
時
間
を
取
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
ほ
か
の
先
生
方
は
少
々
短
く
ま
と
め
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
我
々
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
僧
侶
像
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
そ
の
一
点
に
絞
れ
る
よ
う
な
意
図
を
持
っ

て
発
表
者
の
言
い
残
し
の
弁
を
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
で
き
る
だ

け
拡
散
し
な
い
で
、
焦
点
を
そ
こ
へ
絞
っ
て
い
く
よ
う
な
形
で
お
願

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
２
日
目

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る
―
現
代
社
会
を
み
す
え
て
―

	

■
発
表
者	

松
岡
玄
龍

清
水
秀
浩

今
岡
達
雄

	

■
司
会
者	

田
中
典
彦
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い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
逆
に
今
岡
先
生
か
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〇
今
岡　

私
、
昨
日
の
資
料
の
「
浄
土
宗
の
僧
侶
像
と
は
」
の
説
明

が
行
き
届
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
説
明

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

レ
ジ
メ
の
最
後
、「
望
ま
れ
る
僧
侶
像
と
は
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
僧
侶
と
し
て
具
備
す
べ
き
徳
目
は
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。

ま
ず
挙
げ
た
い
の
は
五
点
で
あ
り
ま
す
。

　

信
仰
心
が
あ
る
こ
と
、
お
念
仏
の
信
者
で
あ
る
こ
と
が
第
一
で
あ

り
ま
す
。
第
二
、
教
義
を
学
び
、
法
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
三
番
目
に
、
感
動
を
与
え
る
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
四
番
目
に
、
死
者
儀
礼
を
通
じ
て
檀
信
徒
と

共
感
で
き
る
、
そ
う
い
う
能
力
を
持
っ
た
僧
侶
。
五
番
目
に
社
会
の

弱
者
と
共
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
僧
侶
。

　

こ
の
五
つ
が
私
は
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
具
備
す
べ
き
徳
目
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
個
人
で
得
意
・
不
得
意
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
感
動
を
与
え
る
儀
式
を
行
い
た
い
と
い
う
心
に
思

っ
て
い
て
も
で
き
な
い
人
も
い
ま
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
各
僧
侶
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
五
つ
の
徳
目
の
中

で
ま
ず
一
番
目
、
信
仰
心
が
あ
る
こ
と
は
不
可
欠
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、
私
は
こ
れ
が
得
意
だ
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い
た
だ
く

の
が
一
つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
二
番
目
の
多
様
な
僧
侶
像
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

全
て
を
満
た
し
た
ス
ー
パ
ー
僧
侶
を
作
れ
と
言
っ
て
も
な
か
な
か
う

ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
基
本
的
な
素
養
と
し
て
、
信
仰
心
が
あ

る
、
お
念
仏
の
信
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
い
た
し
ま
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
な
も
の
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
僧
侶
の
研
修
あ
る
い
は
講
習
は
、
全
体
を
引
き
上
げ
よ
う
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
何
も
か
も
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
を
ど
ん
ど
ん
教
え
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
対
応
の
方
向
は
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
は
今

の
研
修
は
、
ど
ん
ど
ん
詰
め
込
む
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
る
と

い
う
ほ
う
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
詰
め
込
ん
で
い
く
と
い

や
に
な
る
人
が
結
構
出
て
、
そ
う
い
う
人
は
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
て

い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
全
て
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
を
当
面

の
目
標
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
生
涯
教
育
も
真
に
重
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
度
、
僧
侶

の
資
格
、
教
師
の
資
格
を
取
っ
た
ら
、
こ
の
ま
ま
ず
う
っ
と
何
も
し
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な
く
て
も
教
師
だ
と
い
う
の
で
は
、
社
会
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
し
、

人
と
の
接
し
方
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
、
生
涯
を
通
じ
て
の
教
育
が
非
常
に
重
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
眼
目
と
し
ま
し
て
、
現
在

で
も
い
ろ
い
ろ
な
研
修
会
、
講
習
会
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

し
か
し
そ
こ
に
ど
う
い
う
僧
侶
が
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
数
の
上
で
当
た
っ
て
み
ま
す
と
、
い
つ
も
同
じ
人

が
出
て
き
て
、
本
当
に
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
人
が
な
か
な
か
出
席

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
は
も
う

一
度
、
何
か
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

全
般
の
教
育
を
し
て
、
全
体
の
研
修
を
盛
ん
に
し
て
、
全
体
の
平

均
値
を
上
げ
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
日
も
申
し
上

げ
ま
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
め

な
者
を
引
き
上
げ
る
と
い
う
方
向
が
当
面
、
大
き
な
力
を
生
み
出
す

の
で
は
な
い
か
。

　

一
般
の
教
育
は
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
し
な
い
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
全
体
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
は
世
の

中
か
ら
後
ろ
指
を
指
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
僧
侶
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

し
て
い
く
か
が
一
番
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　

最
近
、『
お
寺
の
収
支
報
告
書
』
を
出
し
た
お
坊
さ
ん
が
お
り
ま

す
。
そ
の
中
に
自
分
の
寺
で
は
ど
う
い
う
寺
院
の
規
則
を
作
っ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
非
常
に
面
白
い
本
で
す
。

　
「
１
．
質
素
倹
約
を
旨
と
し
、
清
貧
な
暮
ら
し
を
す
る
こ
と
。
２
．

禁
酒
禁
煙
を
で
き
る
限
り
心
が
け
る
こ
と
。
特
に
マ
ナ
ー
を
気
を
付

け
る
。
３
．
勤
勉
家
で
あ
る
こ
と
。
４
．
品
行
方
正
で
あ
る
こ
と
。

５
．
ゴ
ル
フ
・
釣
り
は
し
な
い
こ
と
。
６
．
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
し
な
い

こ
と
。
７
．
高
級
車
に
乗
ら
な
い
こ
と
。
８
．
幸
福
な
家
庭
を
作
り

夫
婦
円
満
で
あ
る
こ
と
。
９
．
人
を
差
別
せ
ず
、
よ
り
よ
い
人
間
関

係
を
作
る
こ
と
。
10
．
忘
己
利
他
の
精
神
で
広
く
社
会
に
貢
献
奉
仕

す
る
こ
と
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
こ
れ
を
や
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
は

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
で
う
ち
の
寺
で
は
こ
れ
は
や
ら
せ
な
い
と
い
う
こ

と
を
決
め
る
こ
と
か
ら
、
最
初
の
一
歩
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
た
め
の
方
策
を
立
て
て
い
く
の

が
当
面
必
要
で
は
な
い
か
と
、
私
の
結
び
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
の
資
料
の

裏
４
に
、
浄
土
宗
僧
侶
像
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
書
い
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
言
い
残
し
の
弁
を
お
願
い
し
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
清
水
先
生
、
少
々
時
間
を
お
取
り
し
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〇
清
水　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
法
然
上
人
が
言
わ
れ
ま
し
た
身
命
財

を
捨
て
て
も
法
を
説
け
る
よ
う
な
人
、
な
か
な
か
私
も
含
め
て
お
り

ま
せ
ん
。
せ
め
て
お
蔭
様
を
喜
ぶ
よ
う
な
僧
侶
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、

「
我
今
見
聞
得
受
持
」
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
見
聞
し
、
自
分
が

経
験
し
て
受
持
し
た
こ
と
を
檀
信
徒
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
僧
侶
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
の
も
と
に
昨
日
は
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

縁
を
大
事
に
す
る
人
間
と
い
う
こ
と
で
今
朝
、
ふ
と
思
い
当
た
り

ま
し
た
の
は
、
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
『
黒
田
官
兵
衛
』
を
や
っ
て

お
り
ま
す
。
私
は
滋
賀
県
の
湖
北
の
片
田
舎
の
滋
賀
県
伊
香
郡
木
之

本
町
黒
田
、
ま
さ
に
黒
田
官
兵
衛
の
先
祖
が
住
ん
だ
と
こ
ろ
の
跡
地

が
正
覚
寺
と
い
う
お
寺
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
得
度
を
い

た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
お
寺
で
お
育
て
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
学
で
学
部
、
大
学

院
と
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
先
、
京
都
へ
ま
い
り

ま
し
て
か
ら
、
二
人
目
の
師
匠
で
あ
り
ま
す
原
弁
雄
と
い
う
師
匠
に

付
い
て
、
京
都
嵐
山
の
観
光
寺
院
で
ご
ざ
い
ま
す
化
野
念
仏
寺
で
十

二
年
、
執
事
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

何
も
知
ら
な
い
で
来
た
わ
け
で
す
が
、
考
え
て
み
る
と
、
黒
田
と

い
う
村
の
お
寺
か
ら
出
た
私
が
、
黒
田
官
兵
衛
の
孫
、
ひ
孫
と
言
わ

れ
て
い
る
方
、
大
河
ド
ラ
マ
で
は
描
か
れ
ま
せ
ん
が
、
縁
起
も
残
っ

て
い
ま
す
黒
田
寂
道
と
い
う
方
が
化
野
念
仏
寺
の
中
興
開
山
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

官
兵
衛
の
血
の
か
か
っ
た
人
が
直
蓮
社
到
誉
上
人
真
愚
寂
道
和
尚
、

浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
京
都
の
寺
を
復
興
し
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
の
寺
で
十
二
年
住
ま
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
不
思

議
な
御
縁
の
つ
な
が
り
で
た
だ
今
黒
谷
に
お
り
ま
す
。

　

最
近
、
神
戸
の
大
学
の
先
生
が
、
私
ら
、
山
に
い
る
者
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
黒
田
官
兵
衛
の
腹
違
い
の
妹
の
墓
が
黒
谷
に
あ
り

ま
す
よ
と
。
あ
り
ま
し
た
。
一
柳
家
に
行
っ
て
苗
字
が
変
わ
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
官
兵
衛
の
妹
さ
ん
の
墓
が
黒
谷
の
墓
地
に
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
び
っ
く
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

三
百
年
、
四
百
年
サ
イ
ク
ル
で
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
御
縁
の
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輪
が
広
が
っ
て
い
る
。
今
、
こ
こ
に
私
が
居
合
わ
せ
る
。
偶
然
で
は

な
く
て
必
然
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
気

付
い
た
ら
、
開
宗
八
百
五
十
年
に
向
け
て
、
今
こ
こ
に
皆
さ
ん
が
い

る
、
私
が
い
る
存
在
価
値
を
問
い
直
す
い
い
機
会
で
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

　

昨
日
は
表
面
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
き
ょ
う
は
裏

面
７
か
ら
10
ま
で
、
10
に
結
論
が
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
九
月
五
日
で
し
た
。
法
然
上
人
が
晩
年
四
年

間
お
住
ま
い
に
な
り
ま
し
た
箕
面
の
、
高
野
山
真
言
宗
の
勝
尾
寺
の

四
十
年
掛
か
っ
て
の
諸
堂
の
修
復
が
無
事
に
終
わ
り
ま
し
て
落
慶
法

要
が
済
み
ま
し
て
、
大
阪
の
ホ
テ
ル
で
お
披
露
目
が
あ
り
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
か
ら
知
恩
院
さ
ん
と
当
麻
寺
さ
ん
と
私
の
三
人
、
お
招
き

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
祝
賀
の
宴
の
と
き
に
ち
ょ
う
ど
私
の
斜

め
前
が
西
川
き
よ
し
・
ヘ
レ
ン
ご
夫
妻
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

友
人
関
係
と
い
う
こ
と
で
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。
や
っ
ぱ
り
き
よ

し
さ
ん
、
言
わ
れ
ま
し
た
。「
小
さ
な
こ
と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
」、
有

名
な
言
葉
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
芸
能
界
だ
け
の
こ
と
で

な
く
、
我
々
、
小
僧
を
育
て
る
に
も
お
寺
で
住
ま
う
に
も
小
さ
な
こ

と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
。

　

私
、
学
生
時
代
、
昭
和
五
十
年
代
、
こ
こ
で
、
佛
教
大
学
と
言
い

な
が
ら
、
花
祭
り
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
仏
具
も
な
け
れ
ば
花
御
堂

も
な
い
し
誕
生
仏
も
な
い
し
、
佛
教
大
学
な
ら
花
祭
り
せ
な
い
か
ん

や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
時
の
宗
教
部
の
部
長
を
し
て
ら
れ
た
成
田

貞
寛
先
生
と
福
原
先
生
の
お
二
人
に
協
力
い
た
だ
い
て
、
竹
内
真
道

先
生
ら
と
近
所
の
お
寺
か
ら
花
御
堂
を
借
り
て
、
こ
の
一
号
館
は
本

館
と
言
っ
て
ま
し
た
が
、
こ
の
玄
関
の
前
を
借
り
て
、
甘
茶
を
か
け

る
花
祭
り
を
始
め
ま
し
た
。
小
さ
な
こ
と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
で
す
。

　

佛
教
大
学
に
花
祭
り
が
な
い
、
ほ
ん
ま
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
今
は

ど
う
し
て
い
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
学
生
時
代
に
お
か
し
い
と

思
っ
て
始
め
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
浄
土
宗
の
人
の
た
め
に
は
伝
道
部
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か

の
人
の
た
め
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
、
宗
派
を
こ
え
て

仏
教
青
年
会
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
縁
の
下
の
力
持
ち
と
言

い
ま
す
か
、
陰
で
支
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
時
の
浄
土
門
主
知
恩
院

門
跡
藤
井
実
応
猊
下
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

資
金
援
助
も
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
あ
れ
も
こ
れ

も
若
く
て
力
が
あ
る
か
ら
や
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
も
か
も
で
は
な
く

一
つ
の
こ
と
に
力
を
注
い
で
専
念
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
よ
。

　

そ
の
と
き
に
い
た
だ
い
た
藤
井
猊
下
の
言
葉
を
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
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「
我
行
精
進　

忍
終
不
悔
」

　

皆
さ
ん
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
平
成
元
年
で
し
た
か
、
美
空
ひ
ば
り

さ
ん
と
い
う
有
名
な
歌
手
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
て
、
二
十
五

年
ほ
ど
過
ぎ
ま
し
た
。
女
性
の
国
民
栄
誉
賞
第
一
号
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
未
だ
に
私
の
頭
の
中
に
は
港
町
十
三
番
地
と
か
そ

う
い
う
曲
が
か
か
っ
て
い
る
。

　

亡
く
な
っ
て
二
十
五
年
た
っ
て
も
ま
だ
歌
が
生
き
続
け
て
い
る
。

坊
さ
ん
も
そ
れ
と
同
じ
で
そ
の
よ
う
に
死
ん
で
か
ら
も
慕
わ
れ
る
よ

う
な
宗
侶
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
東
京
ド
ー
ム
の
バ
ッ
ク
ス

テ
ー
ジ
で
点
滴
を
受
け
な
が
ら
不
死
鳥
と
し
て
よ
み
が
え
っ
た
ひ
ば

り
さ
ん
、
ま
さ
に
「
我
行
精
進　

忍
終
不
悔
」
の
姿
を
見
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

我
々
の
お
寺
、
三
百
年
、
四
百
年
、
七
百
年
、
八
百
年
、
皆
さ
ん

の
お
寺
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
歴
史
が
あ
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
暖
簾
に

胡
坐
を
組
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
京
都
で
有
名
な
料
理
屋
菊
乃
井
さ

ん
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
村
田
吉
弘
と
い
う
社
長
が
、
食
も
お
客
さ

ん
の
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

　

お
寺
も
檀
家
の
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
変
化
応
用
し
て
い
く
部
分
、
現

在
、
そ
の
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
畳
か

ら
椅
子
席
へ
、
形
態
の
変
化
を
前
々
回
に
申
し
ま
し
た
。

　

変
え
て
い
い
部
分
と
変
え
て
い
け
な
い
、
譲
れ
な
い
部
分
の
両
方

が
あ
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。
我
々
に
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
育
て
て
い
く

べ
き
弟
子
に
し
ろ
、
こ
れ
は
法
儀
司
の
田
中
勝
道
先
生
の
言
葉
で
す

が
、
一
言
で
言
う
な
ら
人
間
力
の
ア
ッ
プ
。
こ
の
言
葉
に
集
約
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

　

教
え
る
ほ
う
も
、
生
徒
、
弟
子
の
学
ぶ
力
を
養
う
た
め
に
興
味
を

そ
そ
る
導
き
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
面
白
く
な
い
授
業
は
生

徒
も
聞
き
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
８
番
に
書
き
ま
し
た
小
僧
で
育

ち
ま
す
と
、「
一　

掃
除
、
二　

勤
行
、
三　

学
問
」、
こ
れ
は
宗
会

で
も
出
た
言
葉
で
す
が
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
先
、
皆
さ
ん
、
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
四　

始
末
」
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
今
、
言
わ
な
い
わ
け
で
す
。
我
々
は
師
匠
か
ら

言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
化
野
の
私
の
二
番
目
の
師
匠
、
原
弁
雄
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
名
古
屋
の
小
僧
時
代
か
ら
た
た
き
上
げ
ら
れ
て
、

こ
れ
は
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
原
弁
雄
は
、
椎
尾
弁
匡
先
生
の
流
れ

で
す
。

　

こ
の
間
年
末
に
冥
加
料
を
持
っ
て
大
阪
教
区
の
教
務
所
に
行
っ
て
、

「
は
い
」
と
差
し
出
し
て
領
収
書
を
切
っ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
ら
、

「
今
、
そ
ん
な
袋
で
持
っ
て
来
る
人
は
い
な
い
」
と
教
務
所
の
財
務
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の
参
事
さ
ん
に
笑
わ
れ
ま
し
た
。

　

お
布
施
で
い
た
だ
い
た
金
封
の
古
手
を
再
利
用
し
て
、
そ
こ
へ
お

金
を
包
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
ん
で
す
。
今
、
大
阪
教
区
で
檀
家
で
い

た
だ
い
た
お
布
施
の
封
筒
を
再
利
用
し
て
く
る
者
は
な
い
と
笑
わ
れ

ま
し
た
が
、
私
ら
は
そ
の
よ
う
に
師
匠
に
習
い
ま
し
た
。
始
末
す
る

ん
で
す
か
ら
。

　

そ
こ
に
法
式
の
例
と
し
て
、
差
定
も
し
か
り
。
こ
れ
、
お
布
施
の

袋
の
裏
返
し
で
書
か
さ
れ
ま
し
た
。
コ
ピ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

お
菓
子
を
包
ん
だ
半
紙
を
差
定
と
し
て
紙
を
伸
ば
し
て
、
書
き
な
さ

い
。
始
末
し
な
さ
い
。
ケ
チ
る
の
と
始
末
は
違
い
ま
す
。

　

領
帽
も
そ
う
で
す
。
記
念
品
か
何
か
で
も
ら
っ
た
新
し
い
領
帽
は
、

晴
れ
の
儀
式
の
と
き
に
外
帽
で
つ
け
る
。
三
年
、
五
年
使
っ
て
黄
ば

ん
で
き
た
ら
、
関
西
は
月
参
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
寒
い
と
き
、
バ

イ
ク
や
単
車
で
月
参
り
に
走
る
と
き
に
改
良
服
の
下
へ
ち
ょ
っ
と
古

び
た
領
帽
を
内
帽
で
つ
け
る
。
い
よ
い
よ
卵
色
か
ら
白
茶
色
に
な
っ

て
き
た
ら
、
絹
で
す
か
ら
ま
だ
も
っ
た
い
な
い
。
そ
れ
を
染
め
て
綿

を
入
れ
て
、
デ
ン
チ
に
す
る
、
半
纏
に
す
る
、
皆
、
再
利
用
を
し
て

き
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
を
今
、
し
ま
せ
ん
。
使
い
捨
て
。
足
袋
で
も
そ
う
で
す
。
新

し
い
足
袋
、
ち
ょ
っ
と
色
づ
い
て
き
た
足
袋
、
い
よ
い
よ
底
が
抜
け

て
き
た
足
袋
、
三
種
類
に
使
い
分
け
ま
し
た
。
そ
れ
を
法
式
の
時
間

で
も
実
践
仏
教
で
も
大
学
の
先
生
で
も
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　

誰
が
教
え
て
く
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
ど
の
機
関
で
教
え
て
く
れ
る

ん
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
今
の
僧
侶
に
抜
け
て
い
る
こ
と
か

と
思
い
ま
す
。

　

昨
日
か
ら
い
ろ
い
ろ
申
し
ま
し
た
が
、
私
の
一
番
言
い
た
い
こ
と

は
、
星
印
の
と
こ
ろ
で
集
約
し
て
書
い
て
い
ま
す
。
住
職
、
副
住
職
、

い
つ
お
迎
え
が
来
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
棺
の
蓋
が
閉
ま
る
と

き
に
、「
あ
あ
偉
い
和
尚
や
っ
た
」
と
送
っ
て
も
ら
え
る
僧
侶
。
最

終
は
そ
こ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
生
き
方
を
し
て
も
、
ど
う
い
う
職
業
に
就
い
て
い
て
も
、

お
寺
に
住
ん
で
い
る
か
、
外
へ
出
て
住
ん
で
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
浄
土
宗
の
教
師
は
お
棺
の
蓋
が
閉
ま
る
と
き
に
、
あ
あ
偉
か
っ

た
な
、
線
香
の
一
本
で
も
あ
げ
て
も
ら
え
る
僧
侶
。
こ
れ
が
私
の
言

葉
で
言
い
ま
す
と
こ
ろ
の
一
つ
の
結
論
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
芸
能
人
で
も
下
積
み
時
代
、
無
名
時
代
、
ス
ポ

ー
ツ
選
手
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
医
者
で
も
研
修
期
間
が
あ
り
ま
す
。

で
も
我
々
の
そ
う
い
う
期
間
は
だ
ん
だ
ん
短
縮
さ
れ
て
促
成
栽
培
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

小
僧
が
大
僧
に
な
っ
た
と
き
に
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
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す
る
か
。
そ
れ
を
考
え
る
と
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
総
長
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ま
り
宗
の
批
判
も
で
き

ま
せ
ん
、
か
な
わ
ん
な
と
思
っ
て
ま
す
が
、
一
言
ぐ
ら
い
言
っ
て
お

か
な
い
と
。

　

例
え
ば
僧
侶
養
成
の
課
目
に
詠
唱
が
近
年
、
入
り
ま
し
た
。
御
詠

歌
。
昨
日
も
言
い
ま
し
た
が
得
手
不
得
手
が
あ
っ
て
、
苦
手
な
人
も

い
ま
す
。
皆
、
金
太
郎
飴
み
た
い
に
同
じ
よ
う
な
僧
侶
。
あ
れ
を
受

け
た
ら
、
し
な
い
と
い
け
な
い
。
月
影
を
知
ら
な
い
浄
土
宗
宗
侶
を

育
て
て
も
ら
っ
た
ら
困
り
ま
す
け
ど
。

　

別
に
全
員
を
詠
唱
教
司
に
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
全
員
詠

唱
、
ど
こ
ま
で
さ
せ
て
お
ら
れ
る
か
、
適
材
適
所
が
あ
る
は
ず
で
す
。

も
っ
と
や
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

塔
婆
を
書
か
せ
た
ら
、
汚
い
小
学
生
み
た
い
な
字
、
こ
れ
、
拝
め

る
か
。
中
陰
表
を
書
か
せ
て
も
そ
う
で
す
。
加
行
で
洒
水
聞
い
た
か

知
り
ま
せ
ん
が
、
真
言
宗
み
た
い
に
一
人
一
人
が
護
摩
壇
に
上
が
っ

て
、
焚
か
せ
ま
せ
ん
。
先
生
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
。

　

い
ざ
お
寺
に
帰
っ
た
ら
、
洒
水
わ
か
ら
な
い
。
へ
の
へ
の
も
へ
の

を
書
い
て
い
る
。
何
を
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
や
ら
せ
て
い

な
い
か
ら
。
実
践
の
場
が
浄
土
宗
の
場
合
は
少
な
い
で
す
。

　

申
請
書
の
字
が
汚
い
。
こ
れ
も
私
、
六
年
間
、
宗
務
庁
に
居
っ
て

つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。
皆
様
か
ら
出
て
く
る
申
請
書
の
字
。
汚
い

字
や
な
、
こ
ん
な
ん
で
中
陰
表
を
書
か
れ
た
ら
か
な
わ
な
い
な
。
私

が
檀
家
だ
っ
た
ら
そ
う
思
い
ま
す
。

　

字
が
汚
い
、
塔
婆
が
汚
い
、
年
賀
状
は
印
刷
に
な
っ
て
、
物
を
書

か
な
い
で
し
ょ
う
。
機
械
任
せ
、
こ
れ
が
い
か
ん
の
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
僧
侶
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
手
を
抜
か
な
い
。

　

私
が
恐
れ
る
僧
侶
像
、
ナ
イ
ナ
イ
僧
侶
と
書
き
ま
し
た
。
せ
っ
か

く
お
金
を
掛
け
て
、
宗
報
や
浄
土
宗
聖
典
を
送
っ
て
く
だ
さ
る
の
に
、

タ
ン
ス
の
肥
や
し
。
ま
ず
見
ま
せ
ん
。
先
月
号
の
宗
報
、
読
ん
だ
か
。

う
ち
の
式
衆
会
の
若
い
の
に
聞
い
た
ら
、
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
と

言
い
ま
す
。
読
み
ま
せ
ん
。
見
な
い
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
聞
き
ま

せ
ん
、
恥
ず
か
し
い
。
自
分
で
調
べ
な
い
。

　

昨
日
も
言
い
ま
し
た
が
、
メ
ー
ル
か
携
帯
電
話
で
先
生
、
あ
れ
が

わ
か
り
ま
せ
ん
、
こ
れ
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
聞
く
の
は
た
だ
で
す
か

ら
。
す
ぐ
安
易
に
聞
い
て
く
る
。
聞
い
た
こ
と
は
す
ぐ
忘
れ
る
の
悪

循
環
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

機
械
に
頼
っ
て
書
き
ま
せ
ん
か
ら
、
字
も
き
れ
い
に
な
り
ま
せ
ん
。

見
な
い
、
聞
か
な
い
、
調
べ
な
い
、
書
か
な
い
、
読
ま
な
い
。

　

こ
れ
は
私
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
浄
土
宗
の
お
歴
々
が
寄
っ
て
、

浄
宗
会
、
本
山
会
が
あ
り
ま
す
。
西
山
の
お
寺
、
本
山
で
浄
宗
会
が
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あ
っ
た
と
き
に
、
十
四
行
偈
を
読
ま
れ
ま
す
。「
先
勧
大
衆
発
願
帰

三
宝　

道
俗
時
衆
等
各
発
無
上
心
生
死
甚
難
厭
」、
我
々
、
鎮
西
派

の
人
、
誰
も
読
め
な
か
っ
た
。
一
人
、
代
表
し
て
大
き
い
声
で
読
ん

で
お
か
な
い
と
ね
。

　

誰
も
読
め
な
い
の
か
。「
我
建
超
世
願
」
と
阿
弥
陀
経
は
読
め
る

け
ど
、
そ
れ
以
外
は
読
め
な
い
の
か
。
西
山
の
人
も
時
宗
の
人
も
い

た
け
ど
、
恥
ず
か
し
く
て
恥
ず
か
し
く
て
。
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
の

か
。
小
経
で
さ
え
そ
う
で
す
か
ら
、
三
部
経
や
礼
讃
、
読
ん
で
な
い

ん
で
し
ょ
う
。

　

一
番
怖
い
の
が
、
私
も
恐
ろ
し
い
し
、
宗
門
と
し
て
恐
ろ
し
い
の

は
、
や
る
気
が
な
い
、
関
心
が
な
い
。
こ
う
い
う
人
は
浄
土
宗
の
お

寺
の
跡
継
ぎ
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
で
す
。
昨
日
も
言
い
ま
し
た
が
、

適
材
適
所
を
見
極
め
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
ば
か
り
作
っ
て
も
真
の
能
化
は
育
ち
ま
せ
ん
。
重
ね

て
申
し
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
９
の
と
こ
ろ
は
、

昨
日
も
触
れ
ま
し
た
の
で
、
さ
ら
っ
と
流
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

暴
れ
ん
坊
将
軍
と
い
う
時
代
劇
が
あ
り
ま
し
た
。
松
平
健
さ
ん
が

黒
谷
に
も
よ
く
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
し
、
化
野
に
も
来
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
白
馬
に
ま
た
が
っ
て
去
り
行
く
姿
が
き
れ
い
で
す
。
後

ろ
姿
が
。

　

後
姿
、
拝
ま
れ
る
姿
が
き
れ
い
、
唱
え
て
る
念
仏
の
声
が
自
然
と

有
り
難
さ
が
に
じ
み
出
る
僧
侶
が
こ
れ
か
ら
望
ま
れ
る
。
難
し
い
こ

と
は
言
わ
な
く
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
字
を
書
か
せ
て
も
き
れ
い

な
字
で
、
和
尚
さ
ん
、
塔
婆
を
書
い
て
く
だ
さ
る
し
、
白
木
の
位
牌

も
き
れ
い
。
お
経
を
唱
え
て
も
ら
っ
て
も
い
い
声
で
唱
え
て
く
だ
さ

る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
聞
い
て
も
何
で
も
教
え
て
く
れ
る
。

　

こ
れ
が
檀
信
徒
が
求
め
て
い
る
僧
侶
像
で
は
な
い
で
す
か
。

　

10
に
僧
侶
の
使
命
は
、
信
仰
の
喜
び
を
檀
信
徒
に
伝
え
る
こ
と
と

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
師
匠
と
弟
子
の
関
係
は
、
昨
日

も
言
い
ま
し
た
が
、
私
の
一
番
目
の
得
度
の
師
匠
は
、
勧
学
桑
門
秀

我
の
直
弟
子
で
一
番
長
生
き
い
た
し
ま
し
た
。
最
近
亡
く
な
り
ま
し

た
が
。
桑
門
さ
ん
の
一
字
を
も
ら
っ
て
、
私
に
秀
の
字
が
付
い
て
い

ま
す
。

　

桑
門
秀
我
と
い
う
方
は
、
法
主
に
何
回
推
戴
さ
れ
て
も
固
辞
し
て

受
け
な
か
っ
た
。
田
舎
で
小
僧
を
育
て
る
の
が
私
の
職
分
で
ご
ざ
い

ま
す
。
決
し
て
受
け
ず
、
出
雲
の
神
門
寺
に
留
ま
り
ま
し
た
。

　

え
ら
か
っ
た
の
は
、
頼
ま
れ
て
口
減
ら
し
で
来
た
百
姓
の
息
子
、

あ
る
い
は
頼
ま
れ
て
法
類
か
ら
預
か
っ
て
い
る
子
、
い
ろ
い
ろ
な
弟

子
が
何
十
人
、
神
門
寺
に
い
た
そ
う
で
す
。
毎
月
、
そ
の
子
ら
が
仏

専
な
ど
に
通
っ
て
る
と
、
血
も
か
か
っ
て
な
い
弟
子
に
学
費
を
師
匠
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が
送
っ
て
た
。
毎
月
で
す
。
京
都
の
お
寺
に
随
身
し
て
い
る
自
分
の

弟
子
に
も
学
費
を
送
っ
て
た
。

　

田
舎
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
朝
の
九
時
に
な
っ
た
ら
法
衣
に
如

法
衣
を
掛
け
て
、
自
ら
喚
鐘
を
打
っ
て
、
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く

て
も
浄
土
宗
学
の
講
義
を
一
時
間
半
な
い
し
二
時
間
、
お
昼
ま
で
の

間
、
毎
日
欠
か
さ
ず
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
桑
門
秀
我
と
い
う
方

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
宗
務
総
長
に
な
る
ま
で
、
そ
う
い
う
制
度
の
な
い
前
、
浄

土
宗
執
綱
と
言
っ
て
い
た
時
代
の
人
で
す
。
桑
門
師
匠
は
偉
か
っ
た
。

私
の
師
匠
が
ず
っ
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
師
匠
が
、
今
、

何
人
お
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

亡
く
な
ら
れ
た
吉
沢
尭
州
と
い
う
方
が
二
十
五
霊
場
の
正
林
寺
さ

ん
、
私
の
同
級
生
の
お
じ
い
さ
ん
で
す
。
布
教
師
さ
ん
で
、
共
に
行

動
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
が
。

　

そ
の
知
恩
院
の
布
教
師
会
長
を
経
験
さ
れ
た
吉
沢
師
が
私
と
同
じ

枚
方
、
う
ち
の
近
所
の
出
身
で
す
。「
布
施
な
き
経
を
読
め
」
と
い

う
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
逆
に
言
う
と
、
布
施
を
い
た

だ
く
だ
け
の
値
打
ち
の
あ
る
お
経
を
読
め
と
い
う
こ
と
で
す
。
布
施

な
き
経
を
ど
れ
だ
け
、
あ
な
た
、
あ
げ
て
ま
す
か
。
毎
日
の
積
み
重

ね
が
大
事
で
す
。　

　

お
布
施
を
い
た
だ
く
お
経
は
、
お
葬
式
で
も
年
忌
で
も
あ
り
ま
す

が
、
毎
日
の
お
勤
め
、
お
布
施
の
な
い
お
経
を
ど
れ
だ
け
読
ん
だ
か

が
僧
侶
の
値
打
ち
を
形
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
五
三
世
天
台
座
主
、
遠
い
昔
の
人
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

山
田
恵
諦
と
い
う
お
座
主
が
比
叡
山
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は

百
近
く
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
晩
年
に
な
る
ほ
ど
、
お
内
仏
で

の
お
経
が
長
か
っ
た
。

　

常
侍
で
付
い
て
る
内
侍
の
人
が
、
御
前
さ
ん
、
エ
ン
ド
レ
ス
に
な

っ
て
き
た
。
お
か
し
く
な
っ
て
る
の
で
は
な
い
か
。
心
配
し
て
御
前

さ
ん
の
と
こ
ろ
に
そ
お
っ
と
行
っ
た
ら
、
世
話
に
な
っ
た
人
の
ご
回

向
が
だ
ん
だ
ん
、
毎
月
毎
月
増
え
て
き
た
。
お
経
が
エ
ン
ド
レ
ス
に

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
世
話
に
な
っ
た
人
の
ご
回
向
を

丁
寧
に
さ
れ
て
た
。
そ
う
い
う
師
匠
の
姿
を
示
す
の
が
大
事
か
な
。

　

観
音
さ
ん
で
も
、
う
ち
に
も
千
手
観
音
、
柳
谷
の
観
音
さ
ん
の
分

身
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
観
音
さ
ん
、
手
を
合
わ
せ
て
、
我
々
の

ほ
う
を
拝
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
我
々
、
後
ろ
を
振
り
返
っ
た

ら
、
観
音
さ
ん
、
我
々
の
背
中
か
ら
拝
ん
で
く
だ
さ
っ
て
ま
す
。

　

後
ろ
姿
を
拝
ま
れ
る
、
書
い
た
字
、
書
い
た
塔
婆
を
拝
ま
れ
る
身

の
自
覚
が
僧
侶
一
人
一
人
に
大
事
な
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
い

ま
す
。
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昭
和
六
十
二
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
大
五
重
を
受
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
上
人
遠
忌
記
念
、
こ
れ
は
服
部
英
淳
と
い
う

勧
学
の
最
後
の
講
義
と
い
う
の
で
ど
う
し
て
も
受
け
た
か
っ
た
。
受

者
の
中
で
私
が
最
年
少
で
し
た
。

　

お
隣
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
松
岡
先
生
も
た
ま
た
ま
同
じ
班
で
し
た
。

布
団
並
べ
て
寝
た
、
そ
の
隣
に
我
々
の
班
長
は
服
部
法
丸
先
生
、
そ

の
と
き
は
ま
だ
御
前
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
仏
前
奉
仕

で
し
た
。

　

服
部
英
淳
勧
学
の
最
後
の
勧
誡
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
一
週
間
の
大
五
重
の
最
後
の
最
後
に
、
こ
れ
だ
け
は
、
煮
詰
め

に
煮
詰
め
た
結
論
を
藤
井
猊
下
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
が
最
後
に
書

い
て
あ
る
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

僧
侶
と
い
う
の
は
、「
自
信
教
人
信
あ
る
の
み
。
あ
と
は
皆
さ
ん
、

大
五
重
を
お
受
け
い
た
だ
い
た
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
の
念
仏
教
化
の

行
動
が
大
悲
伝
普
化
の
行
い
と
な
っ
て
、
こ
れ
が
一
つ
一
つ
、
花
が

咲
い
て
、
実
り
を
上
げ
て
い
く
ん
で
す
よ
」
と
、
懇
切
丁
寧
に
藤
井

猊
下
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
の
言
葉
を
肝
に
銘
じ
て
、
切
々
と
ご
教
導

さ
れ
た
御
前
さ
ん
の
恩
に
報
い
た
い
。

　
「
仏
法
の
大
海
に
は
信
を
以
て
能
入
と
す
」、
大
智
度
論
の
説
で
ご

ざ
い
ま
す
。
単
直
仰
信
・
決
定
往
生
の
信
、
昨
日
も
あ
っ
た
言
葉
で

ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
は
信
行
双
修
で
す
が
、
つ
づ
め
れ
ば
「
信
」。

阿
弥
陀
仏
に
関
し
て
「
信
」。

　

こ
の
信
に
至
る
た
め
に
僧
侶
の
資
質
向
上
の
勉
強
会
も
大
事
で
ご

ざ
い
ま
す
。
か
と
言
っ
て
、
あ
ま
り
欲
張
り
過
ぎ
る
と
、
郷
土
の
こ

と
わ
ざ
に
「
商
売
と
で
ん
ぼ
は
大
き
く
な
っ
た
ら
潰
れ
る
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。

　

慎
ま
し
や
か
に
し
か
も
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
教
え
を
受
け
継
い

で
い
く
。
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
守
っ
て
、
攻
め
る
べ
き
と
こ
ろ
は
攻

め
て
い
く
。
そ
う
い
う
姿
勢
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

て
、
１
か
ら
10
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

言
い
過
ぎ
た
き
ら
い
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
点
は
平
に
ご
容
赦

い
た
だ
い
て
、
現
場
の
者
が
そ
う
い
う
思
い
で
や
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
お
聞
き
流
し
い
た
だ
け
た
ら
結
構
か
と
思
い
ま
す
。
大
変
失

礼
い
た
し
ま
し
た
。

　
〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
法
式
の
代
表
で

お
話
に
な
っ
て
る
の
で
す
が
、
お
説
教
師
さ
ん
の
お
説
教
を
聞
い
て

る
よ
う
な
感
覚
で
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ど
う
な
っ
て
る
の
か
と

思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
全
て
は
一
つ
で
す
。
教
学
も
法
式
も
行
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き
着
く
と
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
わ
け
で
す
。

先
生
は
、
そ
こ
に
お
座
り
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
私
は
浄
土
宗
僧
侶

で
あ
る
と
い
う
ま
ず
自
覚
を
持
ち
な
さ
い
と
い
う
こ
と
そ
こ
に
全
て

が
集
約
。

　

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
を
持
っ
て
、
見
よ
う
、
聞
け
、
調

べ
よ
う
、
書
け
、
読
め
、
や
る
気
を
出
せ
。
こ
う
い
う
お
坊
さ
ん
で

あ
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
後
ほ
ど
先
生
に
質

問
が
あ
っ
た
ら
具
体
的
に
ご
質
問
く
だ
さ
い
。

　

続
き
ま
し
て
布
教
師
か
ら
松
岡
先
生
に
言
い
残
し
の
弁
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

〇
松
岡　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
今
、
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

布
教
師
よ
り
も
か
な
り
布
教
師
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
お
話
の
あ
と

に
私
が
す
る
の
は
い
か
が
か
と
思
っ
て
、
内
心
ど
き
ど
き
し
て
お
り

ま
す
。
昨
日
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
拙
い
非
常
に
雑
駁
な

話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
付
加
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
少

し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
日
は
、
僧
侶
は
教
師
、
教
師
は
布
教
師
。
浄
土
宗
で
は
僧
侶
の

こ
と
を
教
師
と
一
般
的
に
言
う
わ
け
で
す
。
教
師
と
言
う
以
上
は
、

何
を
教
え
、
何
の
師
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
私
ど
も
と
し
て
は
浄
土
宗
お
念
仏
の
教
え
、
法
然
上
人
の

み
教
え
を
ど
う
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
教
師
と
し
て
、
僧
侶

と
し
て
の
第
一
義
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
布
教
に
関
し
て
よ
く

聞
く
言
葉
で
私
は
布
教
師
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
浄
土
宗
の
僧
侶
の

方
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
お
念
仏
や
浄
土
宗
の
教
え
を
伝
え
な
い
で
、
何
で
僧
侶
か
と

い
う
気
に
な
り
ま
す
。
そ
の
方
の
言
わ
れ
る
の
は
多
分
、
お
説
教
を

し
て
お
寺
を
回
り
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
お
説
教
を
す
る
人
を
布
教

師
と
認
定
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
浄
土
宗
の
規
則
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
本
宗
の
教
師
は

布
教
伝
道
を
行
う
者
と
す
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
、
全
て
の
教

師
が
布
教
師
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
布
教
の
内
容
は
一
般

布
教
、
指
定
布
教
ご
親
教
な
ど
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
般
布
教
は
随
時
行
う
布
教
で
す
か
ら
、
お
通
夜
で
あ
ろ
う
が
法

事
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
日
々
、
お
檀
家
の
方
と
会
っ
た
と
き
に
、

お
念
仏
の
み
教
え
を
お
話
し
す
る
こ
と
が
布
教
で
あ
り
、
教
師
の
仕

事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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ち
な
み
に
続
蓮
門
住
持
訓
を
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
仏
定
上
人
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
、
い
つ
も
心

に
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
た
と
え
話
下
手
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
で
説
法
す
べ
き
で
あ
る
。

僧
侶
と
し
て
資
格
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
仏
法
を
広
め
、
人
々
を
教

化
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。」

　

仏
法
を
広
め
、
人
々
を
教
化
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
僧
侶
と
言
え

る
の
か
と
い
う
の
は
、
真
に
そ
の
と
お
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
こ
こ
で
、
私
が
日
ご
ろ
感
じ
て
い
る
こ
と
を
皆
様
方
に

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
昨
年
ま
で
十
年
あ
ま
り
浄
土
宗
の

布
教
師
養
成
講
座
の
指
導
員
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
指

導
員
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
の
姿
勢
に
浄

土
宗
の
僧
侶
像
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
の
す
ご
く
感
じ
た
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
受
講
さ
れ
た
方
々
は
皆
さ
ん
、

教
師
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
、
僧
階
を
持
っ
て
い
る
方
で
ご
ざ
い
ま

す
。
何
ら
義
務
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
一
年
に
前
期
・

中
期
・
後
期
と
五
日
ず
つ
全
国
か
ら
一
定
の
場
所
に
お
集
ま
り
に
な

る
。
そ
れ
を
三
年
間
、
初
級
、
中
級
、
上
級
と
続
け
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
四
十
五
日
間
、
こ
れ
に
費
や
し
て
い
る
。

　

な
お
か
つ
そ
の
た
め
に
法
務
を
投
げ
、
旅
費
、
賄
費
を
掛
け
て
と

な
り
ま
す
と
、
一
人
百
万
ぐ
ら
い
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
浄
土
宗
の
教
師
の
中
で
こ
れ
だ
け
の
負
担
を
し
な
が
ら
自
発

的
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
研
修
な
ど
に
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
が
ど
れ

だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
会
場
に
何
人
か
の
受
講
さ
れ
た
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の

方
々
の
姿
勢
、
そ
こ
に
何
か
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
姿
を
非
常
に

尊
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
教
師
は
布
教
師
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

布
教
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
お
説
教
を
す
る
こ
と
だ
け
の
こ
と

で
は
な
い
。
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
や
は
り
そ
の
人
の
佇
ま

い
に
よ
る
、
朴
訥
で
あ
り
な
が
ら
、
一
言
、
二
言
が
素
晴
ら
し
く
胸

を
打
つ
よ
う
な
言
葉
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

布
教
師
と
し
て
実
際
に
説
教
に
歩
い
て
い
る
人
で
も
、
立
て
板
に

水
の
ご
と
く
一
時
間
、
二
時
間
お
話
し
く
だ
さ
る
方
も
い
る
で
し
ょ

う
が
、
日
々
お
念
仏
を
お
唱
え
し
、
檀
信
徒
と
共
に
あ
る
老
僧
が
ぽ

つ
っ
と
一
言
「
念
佛
申
し
な
さ
い
よ
。
お
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
ね
」

と
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
、「
あ
あ
、
私
も
念
佛
を
唱
え
よ
う
」
と
言

う
姿
に
変
わ
る
こ
と
も
強
く
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

大
南
先
生
が
布
教
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
三
人
称
、
二
人
称
、
一
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人
称
と
い
う
お
話
を
さ
れ
て
、
一
人
称
の
布
教
を
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
考
え
て
み
た
の
で
す
が
、
人
生
経
験
の
浅
い
お
若
い
方
が
一

人
称
で
お
話
を
す
る
こ
と
は
そ
う
そ
う
で
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　

し
か
し
実
体
験
で
は
語
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
た
む
き
に

念
仏
を
唱
え
る
姿
勢
は
表
せ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
僧
侶
は
、
ひ
た
む
き
な
姿
勢
、
何
か
を
し
て
い
る
。
僧
侶
の

一
分
と
申
し
ま
す
か
、
余
人
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
あ
の
人

が
や
っ
て
い
る
と
い
う
姿
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
元
祖
様
の
み
教

え
に
か
ぶ
せ
て
、
あ
の
人
が
実
行
し
て
い
る
お
念
仏
な
ら
ば
と
い
う

姿
勢
で
お
念
仏
を
唱
え
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
さ
し
く
そ
れ
が
布
教
の
根
本
で
あ
る
身
業
・
意
業
に
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
一
つ
、
や
や
も
す
る
と
僧
侶
は
独
り
よ
が
り
と
言
い
ま
す
か
、

檀
信
徒
、
一
般
社
会
の
方
々
と
乖
離
し
て
、
そ
の
代
行
に
終
始
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

私
た
ち
は
教
え
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
手
立
て
を

示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
社
会
の

人
た
ち
は
、
お
坊
さ
ん
は
あ
そ
こ
で
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
、

あ
あ
素
晴
ら
し
い
な
あ
。
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
見
物
者
で
終
わ
ら
せ
て

い
る
。

　

本
来
は
舞
台
に
上
が
る
の
は
檀
信
徒
、
一
般
の
方
々
が
舞
台
に
上

が
り
、
そ
の
舞
台
に
上
が
る
た
め
に
手
立
て
、
工
夫
を
し
て
、
舞
台

に
上
が
り
ま
し
ょ
う
、
一
緒
に
お
念
仏
を
唱
え
ま
し
ょ
う
と
進
め
る

の
が
我
々
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　

我
々
が
代
行
し
て
、
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
。
そ
れ
に

甘
ん
じ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私

た
ち
の
使
命
は
檀
信
徒
を
ス
テ
ー
ジ
に
上
げ
て
、
そ
し
て
お
念
仏
を

唱
え
て
い
た
だ
く
よ
う
な
方
を
よ
り
多
く
育
て
て
い
く
と
言
い
ま
す

か
、
導
い
て
い
く
。
ま
さ
し
く
そ
れ
が
僧
侶
で
あ
り
教
師
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〇
田
中　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昨
日
の
発
表
に
続
き
ま
し

て
、
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
か
ら
は
全
く
異
な
っ
た
お
話
を
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
方
の
檀

信
徒
様
は
ほ
と
ん
ど
日
本
の
お
方
で
し
ょ
う
。
中
に
は
外
国
の
方
も

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
半
は
日
本
の
方

が
皆
様
の
檀
信
徒
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
我
々
が
念
仏
を
お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
し
て
も

何
に
し
て
も
、
相
手
を
し
っ
か
り
と
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
く
必
要
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が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
人
は
形
容
詞
を
非
常
に
大
事
に
し
ま
す
。
名
詞
よ
り
も
動
詞

よ
り
も
形
容
詞
を
非
常
に
大
事
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
形
容
詞
は
、
何

を
私
が
ど
う
感
じ
取
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
意
識
す
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ひ
っ
く
り
返
す
と
、
人
の
目
が
非
常
に
気
に

な
る
わ
け
で
す
。
お
互
い
に
人
の
目
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
今
、
人
の
目
が
一

つ
の
ト
レ
ン
ド
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
ど
も
に
も
そ
の
具

体
的
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
い
ま
ど
き
、
そ
ん
な
立
派
な
葬
式
、

法
要
は
誰
も
し
な
い
の
よ
」
と
い
う
ト
レ
ン
ド
が
で
き
上
が
っ
て
く

る
と
、
皆
、
そ
れ
が
今
の
風
潮
だ
と
受
け
取
っ
て
い
く
。
お
金
も
掛

か
る
し
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
い
う
こ
と
を
作
り
上
げ
て
き
た
の
は
、
檀
信
徒
で
は
も
ち
ろ

ん
あ
り
ま
せ
ん
。
施
主
様
は
気
に
し
て
お
り
ま
す
。「
う
ち
の
家
で

は
和
尚
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
お
葬
式
、
具
体
的
に
言
う
と
お
坊
さ
ん
の

数
で
す
。
五
仏
だ
ろ
う
か
三
仏
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
も
考
え
て

い
ま
す
が
、
ほ
か
の
人
か
ら
、「
何
言
っ
て
る
の
、
今
の
時
代
に
お

坊
さ
ん
五
人
も
来
て
も
ら
う
よ
う
な
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
、
そ
ん
な

こ
と
を
で
き
る
よ
う
な
家
な
の
」
と
言
わ
れ
て
、
昔
は
家
柄
を
自
分

で
理
解
し
な
が
ら
自
分
で
お
決
め
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
違
い

ま
す
。

　

流
れ
、
そ
の
ト
レ
ン
ド
を
作
っ
た
の
が
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
業
者

で
す
。
つ
ま
り
葬
儀
屋
さ
ん
と
い
う
業
者
さ
ん
が
巷
の
声
を
耳
に
入

れ
て
、
そ
う
そ
う
お
坊
さ
ん
の
お
葬
式
、
密
葬
と
い
う
の
が
あ
る
。

あ
る
い
は
会
社
の
社
長
さ
ん
の
お
葬
式
、
密
葬
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

密
葬
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
本
葬
の
前
に
あ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
密
葬
部
分
だ
け
を
名
前
を
変
え
て
、
家
族
葬
と
い
う
名
前

で
呼
び
始
め
た
。
私
は
噂
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
名
前

を
付
け
た
の
は
お
坊
さ
ん
で
す
。
あ
る
お
坊
さ
ん
に
ヒ
ン
ト
を
い
た

だ
い
て
、
密
葬
を
家
族
葬
と
呼
ん
で
使
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
が
業

者
さ
ん
で
す
が
、
そ
の
裏
に
名
前
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
は
お
坊
さ

ん
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
ト
レ
ン
ド
に
流
さ
れ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。

今
度
ア
イ
フ
ォ
ン
か
何
か
、
す
ご
い
の
が
出
ま
し
た
よ
。
皆
、
新
し

い
も
の
に
注
目
す
る
。
い
ま
ど
き
私
の
よ
う
に
古
い
携
帯
を
使
っ
て

い
る
と
、
笑
わ
れ
ま
す
。
流
れ
の
中
に
入
っ
て
い
て
当
た
り
前
だ
と

い
う
感
覚
で
す
。

　

つ
ま
り
日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
ま
で
流
れ
、
流
行
に
従
っ

て
な
い
と
少
し
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
潮
が
で
き
あ
が

っ
て
い
ま
す
。
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そ
の
風
潮
が
次
に
人
の
死
と
動
物
の
死
を
ほ
ぼ
同
等
に
扱
っ
て
ゆ

こ
う
と
す
る
方
向
に
な
り
ま
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
直
葬
。
直
葬

っ
て
、
お
坊
さ
ん
も
い
な
い
の
に
葬
と
言
う
な
と
い
う
冗
談
を
言
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
字
が
違
う
の
を
わ
か
っ
て
い
て
。

　

直
葬
と
称
し
て
、
ご
遺
骨
は
ど
う
し
ま
す
か
。
い
や
、
要
り
ま
せ

ん
。
い
や
満
中
陰
、
満
中
陰
、
そ
ん
な
も
の
全
然
関
係
あ
り
ま
せ
ん

と
、
最
近
は
言
う
わ
け
で
す
。
犬
や
猫
の
お
骨
と
同
じ
と
こ
ろ
へ
入

れ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
も
こ
れ
が
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
い
く
。
流
行
、
そ
れ
が
当
た

り
前
だ
、
そ
れ
が
い
い
と
い
う
方
向
に
築
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

特
に
日
本
人
は
、
私
の
言
葉
で
言
う
と
、
自
ら
が
生
き
る
こ
と
の

意
味
や
価
値
を
考
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が

こ
の
世
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
と
価
値
で
す
。

　

お
釈
迦
様
は
真
剣
に
こ
れ
を
求
め
ら
れ
て
、
我
々
に
お
教
え
に
な

り
ま
し
た
。
日
本
人
は
ど
う
も
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
向
か
な
い
の

で
す
。
自
分
が
こ
の
世
の
中
に
生
き
て
い
る
意
味
と
価
値
は
ど
こ
に

あ
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　

真
剣
に
人
生
を
考
え
た
な
ら
ば
、
行
き
着
く
先
は
必
ず
宗
教
で
す
。

つ
ま
り
我
々
は
そ
う
い
う
問
題
に
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
生
き
る
こ
と
の
根
本
と
究
極
と
い
う
と

こ
ろ
へ
心
が
行
き
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
仏
と
い
う
宗
教
的
な
も
の
に

必
ず
気
付
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
ま
で
行
か
な
い
の
で
す
、
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
信
は
。
一

つ
横
に
あ
る
の
は
、
私
は
よ
く
聞
い
た
こ
と
で
す
。「
神
は
頼
み
」、

神
道
は
頼
み
に
行
く
と
こ
ろ
。「
仏
は
生
き
る
道
の
導
き
」
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

神
様
に
は
、
五
円
を
ほ
り
込
ん
で
い
い
ご
縁
を
頼
み
に
行
く
の
で

す
。
五
円
ほ
り
込
ん
で
五
億
円
く
れ
る
こ
と
を
頼
み
に
行
く
の
は
神

様
。
頼
み
に
行
く
と
こ
ろ
だ
。

　

仏
は
頼
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
自
ら
の
生
き
る
こ
と
を
照
ら
し
合

わ
せ
て
、
導
い
て
い
た
だ
く
。
導
き
を
い
た
だ
く
と
こ
ろ
。
従
っ
て
、

信
と
言
っ
て
も
少
し
違
う
。
日
本
人
の
中
で
は
信
と
い
う
の
は
同
じ

よ
う
な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
違
う
と
い
う
こ
と
も
教

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

今
、
私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
清
水
氏
が
最
後
の
ほ
う

で
、「
信
」
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
で
す
。
我
々
は
こ
の
よ
う

な
生
き
る
こ
と
の
意
味
、
価
値
を
考
え
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
日
本

の
方
々
に
信
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
導
く
立
場
に
あ
り

ま
す
。
す
る
と
念
仏
に
よ
る
、
あ
る
い
は
信
に
基
づ
く
念
仏
を
唱
え
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ら
れ
る
ト
レ
ン
ド
を
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
か
ら
作
り
上
げ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
非
常
に
大
事
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
い
う
お
坊
さ
ん
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
結
論
み
た
い

な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
清
水
さ
ん
も
言
っ
て
い
ま
す
。

本
当
に
極
め
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
言
う
と
、
難
し
い
言
葉
で
は
三
学
を
修
め
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
お
坊
さ
ん
は
自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
戒
め
な
が
ら
、
五
戒

に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
つ
ま
り
、
殺
す
な
、
盗
む
な
、
嘘

つ
く
な
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
五
戒
を
保
っ
て
い
く
こ
と
を
自

分
の
生
活
習
慣
の
中
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
。

　

そ
れ
か
ら
念
仏
で
す
。
法
然
上
人
の
み
教
え
に
従
っ
て
し
っ
か
り

と
念
の
中
に
生
か
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
心
を
定
め
る
こ
と
で
す
。

「
定
」
は
も
っ
と
難
し
い
の
で
す
。
精
神
統
一
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
け
ど
。
も
う
う
ろ
う
ろ
す
る
な
。
し
っ
か
り
と
念
仏
に
生
か
さ
れ

て
い
く
私
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
ろ
を
定
め
な
さ
い
。

　

そ
し
て
そ
の
お
念
仏
を
通
し
て
信
者
の
方
々
に
い
か
に
そ
れ
を
お

伝
え
し
て
い
け
る
か
と
い
う
「
慧
」
を
絞
り
な
さ
い
。
智
慧
を
絞
り

な
さ
い
と
。
学
問
的
に
言
う
と
、
曲
が
っ
た
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
際
、
わ
か
り
や
す
く
、
念
仏
の
道
を
ど
う
人
々
に
伝
え

さ
せ
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
智
慧
を
し
っ
か
り
と
自
分
で
絞
り
な
さ

い
。

　

そ
の
智
慧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
清
水
先
生
の
言
葉

で
言
う
と
、
金
太
郎
飴
み
た
い
な
、
ど
こ
を
切
っ
て
も
同
じ
よ
う
な

姿
の
坊
主
を
作
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
。
そ
れ
は
無
理
で
す
。
作

る
こ
と
も
無
理
。

　

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
合
わ
せ
た
慧
で
も
っ
て
、
念
仏
を
い
か
に

伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
根
底
を
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
「
な
い
な
い
」
を
「
あ
る

あ
る
」
に
変
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
見
よ
う
、
聞
け
、
調
べ
よ
う
、

書
け
、
読
め
、
何
よ
り
も
や
る
気
を
持
て
と
い
う
こ
と
に
つ
づ
ま
る

と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
我
々
は
少
し
日
本
人
の
心
の
状
態
も
し
っ
か

り
と
、
ま
ず
対
峙
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
相
手
を
し
っ
か
り
と
見
詰

め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
加
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
は
自
分
の
書
い
た
と
こ
ろ
の
最
後
に
、
今
、
浄
土
一
宗
が
目
指

す
と
こ
ろ
は
、「
劈
頭
宣
言
」
の
実
践
だ
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
取
っ

て
、
各
自
、
一
人
一
人
が
宣
言
を
実
行
し
て
い
く
と
い
う
立
場
に
立
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っ
て
進
ん
で
い
く
。
こ
れ
が
一
つ
の
道
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

お
坊
さ
ん
道
は
先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
し
っ
か
り
と
事
実
を
捉

え
な
が
ら
、
そ
こ
に
応
病
与
薬
で
は
な
い
で
す
が
、
ど
う
い
う
薬
を

差
し
上
げ
て
い
く
か
。
言
葉
は
悪
い
の
で
す
が
、
念
仏
こ
そ
我
々
の

生
き
て
い
く
道
だ
、
そ
し
て
救
わ
れ
、
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
道
だ

と
い
う
ト
レ
ン
ド
を
皆
で
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
「
あ
な
た
、
お
寺
に
行
っ
て
来
た
？
お
念
仏
、
申
し
て
来
た
？
行

か
な
い
と
だ
め
よ
」
と
い
う
形
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
に
、
い

ま
ど
き
立
派
な
葬
式
を
し
た
ら
だ
め
な
ど
と
い
う
ト
レ
ン
ド
を
拭
い

去
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
再
度
、
お
坊
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
新
た
な
流

れ
を
作
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
約
一
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
残
し
の

弁
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
発
表
者
の
ほ
う
の
お
話
は
こ
の
辺
で
一
旦
止

め
ま
し
て
、
皆
様
方
か
ら
昨
日
、
質
問
票
を
お
受
け
し
ま
し
た
。
そ

の
質
問
票
に
従
っ
て
お
答
え
を
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

質
問
者
の
お
名
前
を
申
し
上
げ
る
必
要
は
な
い
で
す
ね
。
そ
の
よ

う
に
進
め
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
僧
侶
像
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
の
議
論
が
拡
散
せ
ず
、
少
し
で
も
結
論
へ
導
く
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
と
い
う
ご
要
望
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
ご
指
摘
を
汲
ま
せ
て

い
た
だ
い
て
、
言
い
残
し
の
弁
で
は
具
体
的
に
お
坊
さ
ん
の
像
を
示

す
方
向
で
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
各
先
生
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
そ
の
と
お
り
、
進
ん
で
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
先
生
か
ら
は
、
全
部
は
読
み
ま
せ
ん
が
、
宗
教
学
に
は
世
俗

の
価
値
を
相
対
化
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
現
実
に
は
自

分
も
含
め
て
妥
協
し
て
い
る
有
様
が
あ
る
と
ご
自
身
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

僧
の
道
の
修
行
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
全
て
の
も
の
に
関
わ

っ
て
い
く
関
わ
り
方
に
変
化
が
生
じ
る
よ
う
な
お
坊
さ
ん
で
す
。
僧

道
の
修
行
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
に
は
一
般
の
人
が

見
逃
し
て
い
る
問
題
に
光
を
当
て
て
こ
そ
、
真
価
が
見
出
せ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
で
す
。

　

ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
先
ほ
ど
、
我
々
は
対

象
、
日
本
の
我
々
の
所
化
の
ほ
う
の
在
り
方
に
も
目
を
開
い
て
い
た

だ
い
て
、
今
、
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
が
必
要
で

あ
ろ
う
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

一
般
の
人
が
見
逃
し
て
い
る
問
題
、
こ
れ
は
自
分
が
生
き
て
い
る

こ
と
の
意
味
と
値
打
ち
と
い
う
も
の
を
全
く
振
り
返
ら
な
い
。
そ
う
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い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
日
本
人
独
特
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
、
い
か
に
信
を
醸
成
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
見
逃
し
て

い
る
点
は
、
恐
ら
く
そ
う
い
う
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
と

理
解
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
こ
う
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
僧
侶
資
格
の
取
得
だ

と
思
い
ま
す
が
。
そ
の
行
と
し
て
、
よ
り
厳
し
く
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
、
養
成
講
座
等
が
あ
り
ま
す
。
理
想
の
僧
侶
と

し
て
の
姿
は
今
の
時
代
、
寺
で
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
か
と
い
う
質
問

が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
法
式
の
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

〇
清
水　

僧
堂
教
育
、
箱
物
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
宗
内
に

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
は
立
派
な
建
物
を
作
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
中
で
仏
具
を
調
え
て
、
衣
帯
を
調
え
て
、

そ
れ
で
身
に
付
く
か
。
や
は
り
荘
厳
一
つ
取
っ
て
も
、
そ
の
場
で
す
。

こ
こ
は
法
然
上
人
が
活
躍
さ
れ
た
場
、
知
恩
院
さ
ん
で
あ
る
、
黒
谷

で
あ
る
、
百
万
遍
で
あ
る
、
そ
の
場
を
踏
む
。
足
の
裏
か
ら
自
然
に

法
然
上
人
の
温
か
み
が
伝
わ
る
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
で
は
、
や
は
り
環
境
と
い
う
も
の
は
大
事
で

す
か
ら
、
無
理
か
な
と
私
は
思
い
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

と
い
う
お
答
え
で
す
。

　

厳
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な

立
場
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
せ
よ
と
い
う
お
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
そ
う
で
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
見
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
変
難
し
い
問
題
で
す
。

　

厳
し
く
す
る
と
ほ
と
ん
ど
ド
ロ
ッ
プ
し
ま
す
。
途
中
で
下
山
で
す
。

つ
い
最
近
の
講
座
で
も
、
も
う
い
や
に
な
っ
た
か
ら
、
し
ん
ど
い
か

ら
と
下
山
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
厳
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
も

難
し
い
。

　

先
ほ
ど
松
岡
先
生
が
、
で
き
の
悪
い
者
を
何
と
か
支
え
る
こ
と
が

大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
こ
そ
お
坊
さ
ん
に
育

て
る
の
が
大
事
で
は
な
い
で
す
か
と
い
う
立
場
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
概
に
厳
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
大
変
難
し
い
。

む
し
ろ
私
た
ち
の
答
え
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
こ
の
場
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
先
生
方
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
。
も
っ
と
厳
し
く
し
ろ
と

皆
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
厳
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
会
場
の
先
生
方
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
ほ
う
が
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よ
り
多
く
の
意
見
を
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
先
生
方
、
こ
の
点
に
対
し
て
何
か
あ

り
ま
す
か
。
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
ご
意
見
を
お
読
み
し
ま
す
。
数
年
前
よ
り
日
本
の
社
会
は
加

速
的
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
坊
さ
ん
要
ら
ん
、
葬
式
は
不
要
、

墓
も
要
ら
な
い
と
い
う
人
が
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。
仏
教
界
と
し

て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
考
え
、
対
処
し
な
け
れ
ば
、
一
宗
だ
け
で
は
対

応
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
各
先
生
に
何
か
対
応
が
あ
る
か
、
お
伺

い
し
た
い
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

私
、
先
ほ
ど
一
端
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
お
坊
さ
ん
要
ら
ん
、
葬

式
不
要
、
墓
も
要
ら
な
い
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
言
う
と
、
人
の
生
、

人
の
死
、
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
人
が
亡
く
な
っ
て
い
く
こ
と
。

　

ほ
か
の
動
物
が
生
き
て
い
る
こ
と
と
ほ
か
の
動
物
が
亡
く
な
っ
て

い
く
こ
と
と
が
ほ
ぼ
同
等
の
よ
う
に
見
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
同
じ

命
だ
と
い
う
感
じ
。
そ
こ
で
は
、
お
や
じ
、
お
ふ
く
ろ
、
何
の
関
係

も
な
い
。
そ
れ
は
去
っ
て
い
く
動
物
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
感
覚
で
捉

え
る
の
が
前
進
、
今
の
先
進
的
、
時
代
を
先
取
っ
て
い
る
考
え
方
だ

と
い
う
一
つ
の
大
き
な
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
皆
、
そ

う
い
う
ふ
う
に
し
て
る
。
隣
の
う
ち
も
そ
う
だ
っ
た
。
だ
か
ら
う
ち

も
直
葬
で
い
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

従
っ
て
現
在
の
ト
レ
ン
ド
を
ど
こ
か
で
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、

我
々
僧
侶
の
側
か
ら
食
い
止
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ア
ク
シ
ョ
ン

を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
そ
う
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
は
い
、
今
岡
先

生
、
ど
う
ぞ
。

〇
今
岡　

世
の
中
を
全
部
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
一
般
的
方
策
が
あ

る
か
と
言
う
と
、
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
あ
る
檀

信
徒
を
中
心
に
そ
の
縁
の
あ
る
方
々
に
和
尚
さ
ん
に
お
葬
式
や
っ
て

も
ら
っ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
感
動
と
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
て
よ
か

っ
た
と
い
う
感
動
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
お
葬
式
を
、
皆
さ
ん
方
一

人
一
人
が
こ
つ
こ
つ
と
、
清
水
先
生
の
言
葉
で
は
な
い
で
す
が
、
で

き
る
こ
と
を
一
つ
一
つ
こ
つ
こ
つ
と
積
み
上
げ
て
い
く
中
で
そ
の
輪

を
広
げ
て
い
く
。

　

世
の
中
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
っ
て
る
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
適
当
に
や
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
考
え
方
だ
け
は
皆
さ
ん
方
に
や

め
て
い
た
だ
き
た
い
。
感
動
を
与
え
ら
れ
る
お
葬
儀
は
こ
う
い
う
も
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の
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
を
し
て
檀
家
さ
ん
を
中
心

に
そ
れ
を
進
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
地
道
な
活
動
を
取
っ
て
い
く
以

外
に
方
法
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、
松
岡
先
生
。

〇
松
岡　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
ご
質
問
で
言
い
ま

す
と
、
単
に
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
て
、
仏
教
界
そ
の
も
の
が
ど
う

対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
考
え
て
み
た
と
き
に
、
で
は
我
々
浄
土
宗
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
浄
土
宗
寺
院
が
一
枚
岩
と
い
う
か
、
同
じ
よ
う
な
思
想
を
持
っ

て
、
同
じ
よ
う
な
方
向
性
で
臨
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
と
、
昨
日
申

し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
代
々
世
襲
に
な
っ
て
き
て
、
家
業
的
な
方

向
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
法
人
で
あ
っ
て
包
括
法

人
と
し
て
の
浄
土
宗
と
い
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
極
論
を
申
し
上

げ
ま
す
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
か
、
そ
ん
な
感
じ
に

も
受
け
止
め
る
よ
う
な
様
相
も
あ
る
気
が
し
ま
す
。

　

う
ち
は
う
ち
で
す
。
そ
れ
な
ら
や
め
ま
す
。
こ
う
い
う
感
覚
で
受

け
止
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
を
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
、
各
宗
共
々
に
、
お
寺
と
は
何
な
の

か
、
寺
院
と
は
何
な
の
か
、
も
う
一
度
見
直
し
な
が
ら
そ
の
上
で
教

団
を
構
築
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
し
っ
か
り
と
作
り
上
げ
て
い
か
な

け
れ
ば
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
、
世
俗
の
も
の
に
対
し
て
対
応
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。

　

例
え
て
み
れ
ば
、
院
号
料
は
取
り
ま
せ
ん
。
全
日
仏
で
は
そ
う
い

う
も
の
を
出
し
ま
し
た
が
、
現
状
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
昨
日
、
今

岡
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
戒
名
料
が
高
い
と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
の
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
聞
こ
え
る
の
は
何
な

の
か
と
い
う
と
、
全
日
仏
に
皆
さ
ん
、
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
浸
透
し
て
い
な
い
の
は
何
な
の
か
。

　

私
は
私
で
す
、
う
ち
は
う
ち
で
す
と
い
う
家
業
的
な
発
想
が
ど
こ

か
に
寺
院
そ
の
も
の
に
派
生
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
住
職
、
僧
侶
に

派
生
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
癪
な
こ
と

に
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま
す
と
、
葬
儀
屋
さ
ん
、
上
手
な
ん
で
す
。

私
は
葬
儀
は
生
き
る
た
め
の
何
と
か
、
は
っ
き
り
と
残
っ
て
な
い
。

生
き
る
た
め
の
何
か
で
す
よ
。
あ
あ
い
う
発
想
を
し
て
上
手
に
や
る
。

で
は
お
坊
さ
ん
は
そ
れ
を
な
ぜ
や
れ
な
い
の
か
。
後
ろ
に
教
理
と
か
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教
義
が
あ
る
た
め
に
、
思
い
切
っ
て
言
う
と
、
合
わ
な
い
部
分
が
起

こ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
少
し
ブ
レ
ー
キ
が
掛
か

り
ま
す
。

　

葬
儀
屋
さ
ん
に
は
何
の
ブ
レ
ー
キ
も
な
い
ん
で
す
。
今
、
盛
ん
に

お
葬
式
は
し
っ
か
り
し
な
さ
い
よ
。
お
葬
式
は
こ
う
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
を
生
き
る
た
め
の
力
に
な
る
と
か
何
と
か
と
テ
レ
ビ
で
宣
伝
を

や
っ
て
い
る
。
ど
な
た
か
、
ご
存
じ
な
い
で
す
か
。

　

確
か
生
き
る
た
め
の
儀
式
だ
と
い
う
こ
と
を
に
こ
に
こ
笑
い
な
が

ら
、
女
性
た
ち
を
使
っ
て
宣
伝
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
葬
儀
屋
さ
ん

は
葬
儀
屋
さ
ん
で
、
お
葬
式
し
な
さ
い
よ
。
そ
り
ゃ
そ
う
で
す
。
お

葬
式
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。

　

葬
儀
屋
さ
ん
の
ほ
う
が
あ
あ
い
う
こ
と
に
頭
使
っ
て
、
う
ま
く
お

葬
式
し
な
さ
い
、
お
葬
式
は
大
事
な
ん
だ
と
や
っ
て
い
る
け
ど
、
お

坊
さ
ん
の
ほ
う
が
そ
れ
を
力
強
く
言
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ

と
不
思
議
で
す
。

　

よ
け
い
な
こ
と
で
す
が
、
一
点
だ
け
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
耳
に

入
っ
た
ば
か
り
の
話
で
す
。
私
の
友
だ
ち
に
税
務
署
に
お
る
の
が
い

ま
す
。
三
年
に
い
っ
ぺ
ん
ぐ
ら
い
来
ま
す
。
何
遍
も
来
る
か
ら
仲
良

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
男
が
言
う
の
に
三
年
ほ
ど
の
間
に
宗
教
法
人

か
ら
税
を
取
る
と
い
う
考
え
方
が
動
い
て
る
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ

ん
、
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ち
ら
っ
と
彼
が
漏
ら
し
ま
し
た
。

　

こ
の
国
、
も
う
お
金
が
な
い
ん
で
す
。
従
っ
て
ど
こ
か
ら
で
も
取

ら
な
い
か
ん
。
今
、
一
番
目
を
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
お
寺
で
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
出
て
た
よ
う
に
お
寺
は
金
持
ち
に
な
っ
て
ま
す
。
う

ち
に
は
釣
鐘
し
か
な
い
の
で
す
が
。
布
施
金
も
あ
る
け
ど
。

　

金
持
ち
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
を
狙
っ
て
い
る
。
早

く
て
三
年
と
言
っ
て
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
お
寺
の
会
計
も
全
部
開

示
せ
よ
と
い
う
の
が
付
い
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
る
か
、
覚

悟
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
覚
悟
も
大
事
で
す
。
特
に
若
い
お
坊
さ
ん
に
と
っ
て
は
大
事

で
す
。
私
の
よ
う
に
も
う
去
っ
て
い
く
手
前
の
坊
主
に
と
っ
て
は
影

響
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
若
く
て
住
職
を
や
っ
て
い
く
人
た
ち

は
た
ち
ま
ち
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
強
い
信
を
持
っ
て
や
る

と
い
う
覚
悟
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

余
計
な
こ
と
で
す
が
、
入
っ
て
き
た
ニ
ュ
ー
ス
で
す
か
ら
、
お
伝

え
し
て
お
き
ま
す
。

　

次
は
今
岡
先
生
ご
指
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
勝
桂
子
先
生
の
『
い
い

お
坊
さ
ん
ひ
ど
い
お
坊
さ
ん
』
の
ど
こ
に
そ
う
い
う
こ
と
が
載
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
今
岡
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先
生
に
と
い
う
こ
と
で
す
。

〇
今
岡　

昨
日
も
お
見
せ
し
ま
し
た
本
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
読
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
、
そ
ん
な
に
中
身
の
い
い
本
と
は

思
い
ま
せ
ん
が
、
お
坊
さ
ん
に
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
社
会
的
な
活
動
を
す
る
お
坊
さ
ん
が
傍
か

ら
見
て
、
活
動
が
見
え
る
お
坊
さ
ん
で
あ
る
。
そ
う
い
う
お
坊
さ
ん

が
い
い
お
坊
さ
ん
だ
と
い
う
主
張
で
書
い
て
あ
る
本
で
す
。

　

ど
こ
で
売
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ア
マ
ゾ
ン
と
か
楽
天
ブ
ッ
ク

ス
で
書
名
を
入
れ
る
と
注
文
で
き
ま
す
。
本
屋
さ
ん
に
置
い
て
な
く

て
も
、
取
り
寄
せ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

次
の
質
問
で
す
。
こ
れ
は
、
今
岡
先
生
が
僧
風

刷
新
の
必
要
性
を
う
た
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
十
年
以
上
前
の
研
究
に

お
い
て
も
結
論
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
以
前
の
研
究
成
果
は
そ
の
後
、
現
在
、
実
現
さ

れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
今
回
の
テ
ー
マ
で
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
の
解

決
策
や
対
応
は
ど
う
す
れ
ば
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
と
お
考
え
か
。

以
上
に
つ
い
て
各
先
生
に
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
今
岡
先
生
、
発
言
さ
れ
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
願
い

し
ま
す
。

〇
今
岡　

お
話
し
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
総
合
研
究
所
で
平
成
七
年

か
ら
平
成
十
年
ま
で
『
僧
侶
（
宗
教
的
指
導
者
）
養
成
の
総
合
的
研

究
』
と
い
う
研
究
を
行
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
一
つ
の
結
論
を
得
て
い

る
と
い
う
お
話
と
、
調
査
結
果
と
し
て
の
成
果
は
あ
る
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

反
省
点
が
二
つ
ほ
ど
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
ど
の
程
度
具

体
的
な
こ
と
を
提
案
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
概
念
的
、
理
念
的

に
は
方
向
性
を
お
示
し
し
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
何
を
す
べ
き
か
と

い
う
細
部
に
わ
た
っ
て
は
な
か
な
か
ご
提
示
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
宗
の
ほ
う
と
し
て
も
な
か
な
か

宗
の
政
策
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
、
私
ど
も
の
力
の
な
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
私
ど
も
の
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
運
動

と
な
っ
て
宗
全
体
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
け
る
道
筋
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
今
後
、
宗
の
皆
様
方
と
相
談
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
そ
の

方
向
を
、
皆
さ
ん
で
一
緒
に
考
え
た
こ
と
が
宗
の
政
策
と
し
て
取
り
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入
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
方
向
性
を
内
局
の
皆
様
方
と
お
話
し
し

な
が
ら
少
し
ず
つ
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
僧
侶
像
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ

う
に
理
想
的
な
僧
侶
像
は
き
ち
ん
と
こ
こ
で
ご
提
示
し
た
つ
も
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
を
今
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
社
会
的
評
価

に
結
び
付
く
よ
う
な
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
プ
ラ
ス
を
増
や
す

方
向
性
よ
り
も
マ
イ
ナ
ス
を
い
か
に
減
ら
し
て
い
く
か
と
い
う
、
誠

に
残
念
な
結
論
で
す
が
、
そ
う
い
う
方
向
の
対
策
の
ほ
う
が
効
果
が

大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
私
は
印
象
と
し
て
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
清
水
先
生
が
、
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
と
い
う
お
話
を
さ

れ
ま
し
た
。
本
当
は
そ
れ
に
対
に
な
る
言
葉
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

な
さ
ざ
る
べ
き
こ
と
は
な
さ
な
い
。
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　

坊
さ
ん
と
し
て
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
や
る
こ
と
は
い
っ
ぱ
い

あ
り
ま
す
が
、
実
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
ち
ら
を
な
お
ざ
り
に
し
て
、
こ
れ
だ
け
や
れ
ば
い
い
と
、
や
る
ほ

う
だ
け
を
今
ま
で
提
示
し
て
い
た
の
で
、
な
か
な
か
具
体
的
に
進
ま

な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
反
省
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
に

つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〇
司
会
（
田
中
）　

は
い
、
こ
の
件
で
法
式
関
係
か
ら
何
か
あ
り
ま

す
か
。

〇
清
水　

直
接
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
今
の
今
岡
先
生
の
お
話
を

受
け
ま
し
て
思
い
当
た
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
何
を
し
て
も
宗
門

は
、
レ
ジ
メ
に
も
一
言
苦
言
を
呈
し
ま
し
た
が
打
ち
上
げ
花
火
的
な

こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
布
教
は
布
教
、
法
式
は
法
式
、
詠
唱
は
詠

唱
、
総
研
は
総
研
、
何
で
も
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
決
め
た

こ
と
、
ま
た
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
言
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
あ
と
、
尾
を
引
き
ま
せ
ん
。
横
の
連
絡

も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

法
式
で
例
え
て
言
い
ま
す
と
、
何
年
か
前
に
お
十
念
の
礼
拝
に
つ

い
て
浅
い
、
深
い
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
て
、
浅
い
・
深
い

が
付
い
て
い
る
の
で
す
か
と
い
う
質
問
が
、
法
式
教
師
の
研
修
会
の

と
き
、
鎌
倉
の
光
明
寺
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
先
生
方
が
答

え
ら
れ
な
く
て
、
咄
嗟
に
出
た
答
え
が
、
で
は
本
日
、
こ
の
日
こ
の

場
か
ら
、
浄
土
宗
の
十
念
の
礼
拝
は
全
部
、
深
揖
に
し
ま
し
ょ
う
。

慌
て
て
、
皆
で
止
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
い
か
ん
。
法
式
が
言
っ
て
も
、
布
教
が
認
め
て
く
だ
さ
い

ま
す
か
。
教
学
院
が
認
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
。
詠
唱
の
吉
水
講
が
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認
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
。
一
番
最
初
に
正
直
に
言
い
ま
し
た
が
、

う
ち
は
う
ち
、
よ
そ
は
よ
そ
の
考
え
で
す
。
横
の
連
絡
が
一
切
な
い

わ
け
で
す
。
何
を
し
て
も
言
い
っ
ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
せ
っ
か
く
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
を
宗
務
庁
教
学
担
当
会
議
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
中
に
何
人
か

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
宗
会
議
員
の
方
が
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ

を
汲
ん
で
、
ち
ゃ
ん
と
宗
会
の
ほ
う
へ
持
っ
て
い
っ
て
、
あ
る
い
は

僧
堂
教
育
の
教
師
養
成
の
道
場
の
指
導
員
の
人
、
委
員
に
な
っ
て
い

る
人
、
何
と
か
委
員
会
、
か
ん
と
か
委
員
会
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

予
算
も
た
く
さ
ん
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
中
の
皆
さ
ん
が
上
に
持
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
と
絵
に

描
い
た
餅
は
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
を
お
願
い
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

と
い
う
ご
意
見
で
あ
り
ま
す
。
今
、
い
ろ
い
ろ

と
お
話
し
合
い
を
し
て
き
た
中
で
お
聞
き
の
と
お
り
、
我
々
は
錦
織

選
手
で
は
な
い
で
す
が
、
基
本
を
何
回
も
繰
り
返
し
た
、
コ
ー
チ
に

指
導
さ
れ
て
何
回
も
何
回
も
、
い
や
に
な
る
ほ
ど
基
本
を
繰
り
返
し

や
っ
て
、
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
に
出
る
よ
う
に
な
る
ま
で
至
っ
て
い
る
。

従
っ
て
我
々
も
基
本
的
な
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
や
る
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
一
人
で
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
、
各
地
域
で
行
わ

れ
て
い
る
講
習
会
、
私
は
あ
の
あ
り
方
を
あ
ま
り
よ
く
思
っ
て
い
な

い
の
で
す
。
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
が
や
る
の
な
ら
、
基
本
的
な
と
こ

ろ
を
繰
り
返
し
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
主
講
に
置
い
て
い
た
だ
い
て
、

そ
し
て
ち
ら
っ
と
、
周
り
の
助
講
を
加
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
？
。

　

講
師
の
先
生
を
五
人
も
呼
ん
で
き
て
、
六
十
分
ず
つ
、
短
い
の
を

聞
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
ぼ
ち
ぼ
ち
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
こ
れ
は

こ
こ
に
来
ら
れ
て
る
先
生
方
に
言
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
。

　

も
う
一
つ
は
、
お
出
ま
し
い
た
だ
け
な
い
お
坊
さ
ん
に
い
か
に
来

て
い
た
だ
く
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ど
の
会
で
も
そ
う

で
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
先
生
方
が
い
く
ら
文

句
を
言
っ
て
も
、
来
ら
れ
て
い
る
方
は
わ
か
っ
て
い
る
。
来
ら
れ
な

い
ご
父
兄
が
問
題
で
あ
る
の
と
、
同
じ
こ
と
で
す
。

　

こ
う
い
う
大
会
に
し
ろ
、
普
通
講
習
会
に
し
ろ
、
来
ら
れ
て
い
な

い
お
坊
さ
ん
に
ど
の
よ
う
に
こ
う
い
う
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
た
だ

く
か
。
あ
る
い
は
知
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
言
え
ば
、
講
習
会
等
で
繰
り
返
し
繰
り
返
し
基
本
的
な

こ
と
は
何
回
で
も
お
さ
ら
い
す
る
と
い
う
こ
と
が
唯
一
と
は
言
い
ま

せ
ん
が
、
道
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
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こ
と
で
、
各
地
方
の
普
通
講
習
会
は
じ
め
高
等
講
習
会
に
至
る
ま
で
、

そ
の
内
容
を
整
理
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
私
に
言
わ
せ
る
と
、
よ
け
い
な
も
の
が
多
過
ぎ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　

今
岡
先
生
に
対
す
る
質
問
で
す
。
貴
重
な
お
話
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
焼
肉
の
話
な
ど
、
本
当
に
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
で

し
た
。
僧
侶
に
対
し
て
特
に
求
め
る
も
の
は
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、

第
一
位
が
人
徳
の
高
さ
で
し
た
。
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
僧
侶
蔵

を
考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
い
た

だ
け
た
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

〇
今
岡　

昨
日
、
最
後
の
と
こ
ろ
が
十
分
に
ご
説
明
で
き
な
か
っ
た

の
で
、
こ
の
よ
う
な
ご
質
問
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
言
い
残
し
の
弁
で
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か

ら
の
僧
侶
像
と
し
て
私
が
挙
げ
て
お
り
ま
す
の
は
、
浄
土
宗
の
場
合

に
は
ま
ず
お
念
仏
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
教
義
を
学
び
、

法
を
説
く
こ
と
の
で
き
る
人
、
感
動
を
与
え
る
儀
礼
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
人
、
死
者
儀
礼
を
通
じ
て
檀
信
徒
と
心
を
通
じ
合
え
る
人
、

そ
し
て
社
会
の
弱
者
と
と
も
に
生
き
る
覚
悟
の
あ
る
人
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
総
合
す
る
と
人
徳
の
あ
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

れ
だ
け
で
す
と
、
な
か
な
か
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
の
で
す
が
逆
に
言
う

と
、
親
し
み
や
す
さ
を
極
め
た
人
と
も
人
徳
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
の
和
尚
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た

ら
、
何
か
和
む
と
い
う
感
じ
。

　

で
は
そ
う
い
う
お
坊
さ
ん
に
ど
う
な
っ
た
ら
な
れ
る
か
と
い
う
の

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
人
徳
は
こ
の
項
目
に
挙
げ
た
信
仰
心
、
社
会

の
弱
者
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
人
の
触
れ
た
と

き
の
優
し
さ
、
日
々
の
正
し
さ
で
す
か
。
お
坊
さ
ん
と
し
て
き
ち
ん

と
し
た
生
活
を
し
て
、
ど
う
見
て
も
あ
の
人
、
き
ち
ん
と
し
て
る
ね
。

や
っ
ぱ
り
お
坊
さ
ん
だ
ね
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
日
々
の
態
度
も
含
め

て
人
徳
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
徳
の
問
題
は
大
変

難
し
い
で
す
。
酸
っ
ぱ
さ
が
梅
の
徳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
梅
が
梅
で
あ

る
の
は
酸
っ
ぱ
さ
が
あ
る
か
ら
梅
で
す
。
酸
っ
ぱ
さ
が
な
か
っ
た
ら
、

梅
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
生
方
、
こ
の
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
、「
梅
、
梅
、
梅
」
と
何
回

か
お
っ
し
ゃ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
動
的
に
ど
こ
か
が
変
わ
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
そ
う
で
す
。
水
が
要
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
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名
前
を
読
ん
だ
り
、
名
前
を
思
い
出
し
た
だ
け
で
、
そ
の
働
き
が
い

た
だ
け
る
、
こ
れ
が
徳
で
す
。

　

う
ち
の
住
職
と
思
っ
た
だ
け
で
、
優
し
い
人
だ
な
、
面
白
い
人
だ

な
と
い
う
の
が
伝
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
徳
に
な
る
わ

け
で
す
。「
梅
、
梅
、
梅
で
梅
の
徳
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
仏
の
徳
」

と
詠
ん
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　
「
梅
、
梅
、
梅
で
梅
の
徳
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
仏
の
徳
」、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
称
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
仏
の
働
き
を
我
々
が
い
た

だ
く
の
で
す
。
梅
の
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
す
で
に
喉
の
あ
た
り
が

や
や
こ
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
恐
ら
く
そ
れ
と
同
じ
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
よ
け
い
な
こ
と
を
補
足
し
ま
し
た
。

　

次
に
大
変
難
し
い
質
問
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
あ
る
僧
の
発
言
。
念

仏
を
申
せ
る
よ
う
に
生
活
せ
よ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
自
分
は
遊
ん

だ
ほ
う
が
申
せ
る
か
ら
遊
ぶ
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
な
る
で
し
ょ

う
か
。
遊
ぶ
な
と
言
わ
れ
た
ら
、
念
仏
を
申
せ
な
く
な
る
と
い
う
意

味
で
す
と
言
っ
て
ま
す
。

　

こ
れ
、
先
生
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。

〇
松
岡　

多
分
、
昨
日
、「
現
世
を
過
ぎ
べ
き
様
は
、
念
佛
の
申
さ

れ
ん
方
に
よ
り
て
過
ぐ
べ
し
」
と
私
が
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

僧
と
俗
と
の
狭
間
に
い
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
お
念
仏
を
唱
え
る

た
め
に
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
例
と
し
て
お
話
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
絡
ん
で
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ご
質
問
の
方
が
あ
る
僧
の
発
言
と
い
う
こ
と
で
、
ご
質
問
の
方
の

発
言
で
は
な
い
よ
う
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
い
の
か
。

そ
れ
か
ら
遊
ん
だ
ほ
う
が
と
い
う
遊
ぶ
と
い
う
の
は
何
な
の
か
も
捉

え
よ
う
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

単
な
る
享
楽
的
な
快
楽
的
な
遊
び
な
の
か
。
し
か
し
元
祖
様
が
言

う
と
お
り
「
現
世
を
過
ぎ
ぐ
べ
き
様
は
」
と
い
う
の
は
来
世
を
見
据

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
生
け
ら
ば
念
佛

の
功
つ
も
り
死
な
ば
浄
土
に
ま
い
り
な
ん
」
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
、

「
死
生
と
も
に
わ
ず
ら
い
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
胸
中
で
現
世
を

過
ぐ
べ
き
様
は
全
て
念
佛
の
助
業
と
し
て
大
切
に
し
な
さ
い
よ
。
そ

れ
が
念
仏
の
妨
げ
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
と

お
伝
え
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
遊
ぶ
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
ど
う

な
の
か
、
遊
ぶ
な
と
言
わ
れ
た
ら
念
仏
を
申
せ
な
く
な
る
。
こ
の
あ

た
り
の
ご
質
問
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
私
は
結

構
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
遊
び
な
が
ら
念
仏
を
申
せ
る
の
で
あ
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れ
ば
、
申
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
い
に
遊
び
な
が
ら
、
念
仏
を
申
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
遊
び
と
い
う
も
の
に
対
す
る
意
味
が
お
念
仏
の
中
で
わ
か

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
を
殺
し
て
も
念
佛
申
せ

ば
そ
れ
で
済
む
と
い
う
、
か
っ
て
そ
ん
な
誤
っ
た
認
識
の
も
の
も
あ

っ
た
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
念
佛
を
申
し
、
申
し
、
申
し
し
て
い
る
う
ち
に
止
悪
の
心
と

い
う
か
、
そ
れ
も
含
ま
れ
て
く
る
の
が
お
念
仏
の
功
徳
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
真
剣
に
お
念
仏
を
唱
え
て
い
く
、
た
だ
口
先
だ
け
で

言
う
の
で
は
な
く
て
、
真
剣
に
お
念
仏
を
唱
え
て
い
く
。

　

三
心
の
具
足
す
る
よ
う
な
お
念
仏
を
唱
え
る
努
力
を
さ
れ
る
な
ら

ば
、
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
と
比
較
対
象
す
る
よ
う
な
論
議
に
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
質
問
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
回
答
と
し

て
適
当
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
、
そ
う
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
の
質
問
は
今
岡
先
生
に
対
し
て
で
。
浄
土
宗
は
浄
土
を
目
指
し

て
阿
弥
陀
仏
に
守
ら
れ
導
か
れ
て
、
称
名
念
仏
の
中
に
最
善
の
人
生

を
送
る
宗
教
で
あ
る
。
本
願
は
、
現
当
二
世
に
そ
の
力
量
を
表
す
で

し
ょ
う
か
。
私
は
浄
土
宗
の
宗
旨
の
一
面
は
こ
の
よ
う
に
説
明
で
き

る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

先
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
ち
な
み

に
一
般
的
社
会
の
見
方
は
、
現
世
を
生
き
る
上
で
念
仏
こ
そ
必
須
条

件
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
亡
く
な
っ
た
縁
者
の
冥
福
を
祈
る
と
き

に
の
み
念
仏
が
必
要
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
こ
の

若
干
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
念
仏
を
明
る
く
生
き
る
た
め
の
念
仏
と
い
う

明
る
い
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
て
、
希
望
に
向
か
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

　

こ
の
上
で
二
番
目
、
浄
土
を
目
指
す
意
味
に
つ
い
て
、
私
は
浄
土

を
目
指
す
人
生
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
価
値
を
有
す
る
生
き

方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
人
に
も
そ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。

先
生
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
岡
先
生
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

○
今
岡　

や
た
ら
と
難
し
い
問
題
を
投
げ
掛
け
ら
れ
ま
し
て
返
答
に

窮
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
基
本
的
な
考
え
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
浄
土
宗
は
阿
弥
陀
様
に
導
か
れ
、
称
名
念
仏
を

す
る
中
に
毎
日
の
生
活
を
送
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
松
岡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
浄
土
宗
と
い
う
宗

旨
は
、
念
仏
中
心
生
活
を
す
る
。
要
す
る
に
世
の
中
全
て
の
こ
と
を
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投
げ
打
っ
て
、
お
念
仏
の
生
活
を
す
る
と
い
う
の
が
大
本
の
基
本
だ

と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
暮
ら
し
て
い
け
な
い
と
い
う
の
も
事
実
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
世
間
と
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
状
況
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
念
仏
生
活
を
送
る
の

が
究
極
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
世
間
一
般
に
は
浄
土
宗
は
死
者
が
出
た
と
き
極
楽
浄
土
に

送
り
出
す
宗
教
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
質

問
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
、
そ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
実

際
に
は
そ
こ
の
接
点
が
檀
信
徒
と
接
す
る
た
め
の
大
き
な
切
り
口
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

究
極
の
お
念
仏
生
活
に
導
く
た
め
の
入
口
と
し
て
お
葬
儀
が
あ
っ

て
、
そ
の
お
葬
儀
を
切
っ
掛
け
と
し
て
お
檀
家
さ
ん
、
あ
る
い
は
お

檀
家
さ
ん
の
周
り
の
周
辺
の
人
々
、
引
い
て
は
お
葬
儀
に
参
列
し
て

い
る
一
般
の
人
々
に
ま
で
お
念
仏
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
教
え
る
チ
ャ
ン
ス
を
、
お
葬
儀
と
い
う
も
の
が
私
た
ち
に
そ
の
縁

を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

暗
い
イ
メ
ー
ジ
だ
か
ら
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
だ
か
ら
、
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
ね
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
縁
を
最
大
限
に
生
か
し
て
、
お

念
仏
生
活
を
す
る
人
を
一
人
で
も
多
く
増
や
し
て
い
く
の
が
私
た
ち

の
使
命
で
は
な
い
か
と
思
う
と
い
う
の
が
、
第
一
の
質
問
に
対
す
る

お
答
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
浄
土
宗
は
お
葬
式
中
心
に
暗
い
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う

お
話
で
す
が
、
私
は
全
く
そ
う
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
お
葬
儀
を

切
っ
掛
け
と
し
て
縁
を
持
っ
て
お
念
仏
を
説
い
て
ま
い
り
ま
す
。

　

結
局
、
こ
の
世
の
中
は
大
変
な
こ
と
ば
か
り
で
す
。
普
通
の
一
般

の
人
々
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
す
っ
か
り
忘
れ
去
っ
て
、
享
楽
的
に

日
々
の
楽
し
み
だ
け
を
得
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
の
生
活
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
一
旦
何
か
が
起
き
た
ら
、
そ
の
生
活
は
が
ら
っ
と
壊
れ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
も
多
く
の
報
道
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
ご
ざ

い
ま
す
。
巷
の
ニ
ュ
ー
ス
は
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
ば
か
り
で
す
。
そ
の
暗

い
ニ
ュ
ー
ス
に
い
つ
遭
う
と
も
わ
か
ら
な
い
、
そ
う
い
う
身
の
上
で

あ
っ
て
、
我
々
は
確
実
に
信
じ
て
、
確
実
に
頼
り
に
し
て
い
け
る
の

は
お
念
仏
の
教
え
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
僅
か
な
光
明
を
見
つ
け
て
、

毎
日
を
生
き
て
い
く
の
が
我
々
の
生
活
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」
と
い
う
劈
頭
宣
言
に
書
か
れ
た
言
葉
は
、

実
は
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
々
の
生
活

の
中
に
明
日
に
向
け
て
の
明
る
い
光
を
見
出
す
、
そ
の
切
っ
掛
け
に

な
る
の
が
お
念
仏
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
我
が
宗
旨
の
基
本
的
な
認
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識
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
私
も
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
一
言

申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
以
上
で
あ
り
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
松
岡
先
生
も
お
話
し
い
た
だ
け
る
そ
う
で
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〇
松
岡　

先
程
も
お
話
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
、
我
々
に
欠
け
て
い

る
の
は
何
か
と
言
う
と
、
今
の
世
の
中
と
い
う
こ
と
だ
け
を
見
詰
め

て
い
る
社
会
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
昔
か
ら
考
え
て
い
た
来
世
、
こ
の
命
終
わ
っ
た
と
き
は
ど

う
な
る
ん
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
見
た
と
き
に
、
巷
間

あ
る
よ
う
に
、
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
再
度
人
生
を
繰
り
返

す
、
あ
る
い
は
天
国
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
パ
ラ
ダ
イ
ス
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
明
る
く
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
本
来
娑
婆
世
界
で
あ
る
、
こ
の
世
の

中
が
苦
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

享
楽
の
、
蜜
が
ぽ
た
ぽ
た
と
落
ち
て
い
た
の
を
舐
め
て
、
そ
の
部
分

だ
け
を
見
て
生
き
て
い
る
の
が
現
在
の
世
相
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
こ
は
娑
婆
世
界
で
あ
る
。
四
苦
八
苦
の
世
界
で
あ
る
と
。

　

こ
の
世
の
中
に
お
い
て
、
四
苦
八
苦
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
の
か
、

享
楽
的
な
部
分
だ
け
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

世
間
が
見
な
く
な
っ
て
い
る
、
今
だ
け
を
重
視
し
た
り
、
あ
る
い

は
リ
セ
ッ
ト
し
て
再
現
で
き
る
よ
う
な
現
世
の
み
の
追
及
か
ら
、
も

っ
と
如
実
に
苦
し
み
の
な
い
世
界
を
求
め
る
。
来
世
、
往
生
を
説
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

非
科
学
的
と
か
、
説
明
を
欠
如
さ
せ
た
結
果
が
、
死
ね
ば
天
国
と

漠
然
と
し
た
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
来
世
に
対
す
る
真
剣
な
恐

れ
と
か
、
あ
る
い
は
希
望
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
が
葬
儀

の
形
骸
化
に
も
つ
な
が
っ
て
き
て
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
が
、
他
の
各
種
講
習
会
で

も
一
単
位
ぐ
ら
い
こ
の
テ
ー
マ
の
時
間
を
設
け
て
い
た
だ
い
た
ら
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
提
案
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
質
問
で
は
な
く
お
願
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ど
う
ぞ
各
種
講
習
会
で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
、
あ
る
い
は

こ
う
い
う
こ
と
を
討
議
す
る
。
お
互
い
に
議
論
し
合
う
、
そ
う
い
う
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内
容
の
も
の
を
設
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
対
す
る
ご
意
見
あ
る
い
は
ご
質

問
で
は
な
く
て
、
佛
教
大
学
の
宗
侶
養
成
に
つ
い
て
の
こ
と
で
す
。

こ
こ
は
佛
教
大
学
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
場
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
、
お
答
え
は
で
き
な
い
。
佛
教
大
当
局
の
方
が
お
答
え
に
な
る
こ

と
で
す
の
で
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

以
上
、
昨
日
い
た
だ
い
た
先
生
方
へ
の
ご
質
問
に
は
お
答
え
い
た

だ
い
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
こ
の
会
場
に
ご
出
席
い
た

だ
い
て
い
る
皆
様
か
ら
の
お
考
え
、
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

司
会
の
私
が
昨
日
も
繰
り
返
し
ま
し
た
。
我
々
四
人
が
今
回
、
た

ま
た
ま
考
え
を
こ
こ
で
述
べ
な
さ
い
と
い
う
立
場
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
ど
う
ぞ
会
場
に
お
ら
れ
る
皆
様
、
も
し
あ
な
た
が
こ
こ
の
場
所

に
座
っ
た
と
き
に
僧
侶
像
と
し
て
何
を
こ
こ
で
お
話
し
い
た
だ
け
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
想
起
し
な
が
ら
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
申

し
上
げ
ま
し
た
。

　

い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
以
後
は
会

場
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
、
ご
指
摘
を
頂
戴
し
、
あ
る
と
き
は
お
互

い
に
議
論
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
ご
質
問
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
そ
れ
で
十
分
に
答
え
が
返
っ

て
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
し
ご
質
問
い
た
だ
い
た
先
生
方
の

ほ
う
で
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
僕
の
言
う
趣
旨
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
こ
の
点
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
頂
戴
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
場
合
に
は
教
学
院
所
属
な
の
か
、
法
式
所
属
と
か
、
所
属
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
て
、
お
名
前
を
頂
戴
し
て
ご
質
問
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
ど
な
た
か
、
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　

は
い
、
ど
う
ぞ
。

〇
長
谷
川
（
教
学
院
）　

司
会
の
田
中
先
生
は
じ
め
四
人
の
先
生
方

の
熱
の
籠
っ
た
僧
侶
像
を
ご
披
瀝
い
た
だ
き
ま
し
て
、
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

一
つ
は
質
問
に
な
り
ま
す
。
今
回
の
サ
ブ
テ
ー
マ
が
「
現
代
社
会

を
み
す
え
て
」
で
、
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い

う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
お
話
を
伺
い
ま
す
と
、
現
代
に
お
い
て
は

ど
の
よ
う
に
僧
侶
が
見
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
僧
侶
自
身
と
し
て

の
反
省
も
含
め
て
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
厳
し
い

ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
異
論
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
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し
か
し
一
方
、
現
代
社
会
と
い
う
こ
と
を
置
い
た
と
き
に
、
ど
う

切
り
結
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
不
満
が
残
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
る
と
あ
り

が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
田
中
先
生
の
レ
ジ
メ
の
最
後
の
ほ
う
に
も
ご
ざ
い
ま
す

よ
う
に
、「
劈
頭
宣
言
」
を
具
体
的
に
組
み
込
ん
だ
行
動
指
針
、
そ

こ
に
持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
私
は
大
賛

成
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
際
に
例
え
ば
教
員
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
社
会
福
祉
関
係
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る

専
門
職
に
は
、
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
、
専
門
職
と
し
て
の
倫
理
綱

領
が
あ
り
ま
す
。

　

僧
侶
、
教
師
は
専
門
職
で
は
な
い
の
か
、
私
は
あ
る
意
味
に
お
い

て
専
門
職
だ
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
倫
理
綱

領
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
、
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

少
し
具
体
性
を
持
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
中
に
事
例
を
含
め
て
掲
載
す

る
。
こ
れ
は
個
々
の
住
職
や
寺
が
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
の

よ
う
な
寺
院
の
ご
住
職
で
規
則
を
作
ら
れ
て
、
自
ら
信
に
立
っ
て
い

る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
一
宗
と
し
て
こ
う
し
た
こ
と
を
明
確
に
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

清
水
先
生
か
ら
も
い
つ
も
議
論
は
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
終
わ
り

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
確
か
に
こ
う
い
う
問
題
は
繰

り
返
し
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
し

て
も
も
う
少
し
一
宗
と
し
て
明
確
な
、
踏
み
込
ん
だ
指
針
を
、
あ
る

い
は
倫
理
綱
領
等
を
ぜ
ひ
作
成
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
田
中
先
生
か
ら
、
ト
レ
ン
ド
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。

今
岡
先
生
、
清
水
先
生
、
松
岡
先
生
か
ら
も
現
在
の
宗
教
あ
る
い
は

浄
土
宗
あ
る
い
は
僧
侶
に
対
す
る
間
違
っ
た
意
識
と
、
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
是
正
し
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
我
々
一
人
一
人
の
努
力
に

よ
る
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

　

そ
の
中
で
特
に
重
要
な
問
題
は
や
は
り
対
立
と
い
う
か
、
対
抗
軸

と
い
う
か
、
こ
の
こ
と
は
浄
土
宗
と
し
て
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。

浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
明
確
な
対
立
、
対
抗
軸
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
戦
略

的
に
置
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
徹
底
的
に
使
用
し
て
い
く
よ
う
な
努

力
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ご
意
見
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
散
発
的
、
意
見
が
拡

散
し
て
、
あ
れ
も
こ
れ
も
。
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
と
も
な
問
題
で
す
が
、

そ
う
い
う
中
か
ら
幾
つ
か
を
明
確
に
見
続
け
て
、
そ
れ
に
対
し
て
浄

土
宗
の
僧
侶
と
し
て
は
と
か
、
浄
土
宗
と
し
て
は
と
い
う
こ
と
も
戦
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略
的
に
検
討
し
て
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
宗
教
法
人
に
も
近
い
将
来
、
課
税
と
い
う
お
話
も
あ
り
ま

し
た
。
私
、
幾
つ
か
の
社
会
福
祉
法
人
に
関
係
し
て
い
ま
す
が
、
社

会
福
祉
法
人
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
バ
ッ
シ
ン
グ
が
続
い
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
し
て
法
改
正
を
視
野
に
入
れ
て
、
確
実
に
社
会
福
祉
法

人
は
地
域
貢
献
、
そ
れ
か
ら
財
務
の
情
報
公
開
、
こ
れ
は
法
律
で
定

め
ら
れ
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
法
人
に
あ
っ
て
も
、
私
は
現
代
社
会
を
み
す
え
て
と
い
う
と

き
に
は
、
ど
れ
だ
け
社
会
、
地
域
に
貢
献
し
て
い
る
の
か
。
檀
家
は

あ
る
意
味
に
お
い
て
契
約
関
係
で
す
。
そ
れ
を
越
え
て
一
般
社
会
に

対
し
て
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
今
、
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
現

実
に
は
浄
土
宗
の
僧
侶
の
方
々
も
真
剣
に
立
ち
向
か
っ
て
や
っ
て
い

る
こ
と
は
重
々
、
承
知
の
上
で
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
も
な
お
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
明
確

に
し
て
、
組
織
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
自
分
の
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
申
し
上
げ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
い
て
、
意
見
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
失
礼
し
ま
し
た
。

〇
司
会
（
田
中
）　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
谷
川

先
生
と
同
じ
よ
う
に
、
私
は
全
く
専
門
職
だ
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て

お
坊
さ
ん
に
な
る
人
は
お
医
者
さ
ん
以
上
に
専
門
職
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
の
で
、
大
学
も
イ
ン
タ
ー
ン
制
を
早
く
取
り
入
れ
た
ら
ど
う

で
す
か
と
申
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

大
変
な
専
門
職
、
む
し
ろ
お
医
者
さ
ん
以
上
に
社
会
に
生
き
る
人

た
ち
の
生
き
方
に
指
導
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
大
変

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
り
専
門
職
で
あ
ろ
う
、
従

っ
て
そ
の
た
め
に
は
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
倫
理
綱
領
の
よ
う
な

も
の
を
は
っ
き
り
と
持
ち
合
わ
せ
る
の
は
必
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

私
の
レ
ジ
メ
、
目
の
前
に
お
偉
い
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
か

ら
、
再
度
加
え
て
お
き
ま
す
。「
劈
頭
宣
言
」
は
、
私
は
掛
け
声
だ

け
に
す
る
な
と
書
き
ま
し
た
。
と
も
す
れ
ば
掛
け
声
だ
け
で
、
そ
う

だ
ね
、
そ
う
だ
ね
、
本
堂
に
張
っ
て
あ
り
ま
す
よ
だ
け
だ
っ
た
ら
、

何
の
意
味
も
な
い
。

　

こ
れ
が
浄
土
宗
一
宗
が
こ
ぞ
っ
て
認
め
た
宣
言
で
あ
り
指
針
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
必
要
が
当
然
あ
り
ま
す
。
す
る

と
そ
こ
に
は
も
っ
と
具
体
的
な
中
身
が
な
か
っ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
先

生
方
は
こ
れ
で
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
こ
れ
を
と

か
な
り
具
体
的
に
お
示
し
し
な
い
と
、
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
な
い
節
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も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
宗
だ
け
に
は
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
こ
の

劈
頭
宣
言
を
掲
げ
て
い
た
だ
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
を
も
っ
と
具

体
的
に
、
先
ほ
ど
言
わ
れ
た
「
家
庭
に
み
仏
の
み
光
を
」
と
い
う
の

は
一
体
を
何
を
示
す
の
か
。
つ
ま
り
お
灯
明
が
毎
日
、
立
っ
て
て
、

念
仏
が
い
つ
も
申
さ
れ
て
る
よ
う
な
家
庭
を
作
っ
て
い
き
な
さ
い
。

　

ま
ず
お
寺
か
ら
始
め
て
。
隗
よ
り
始
め
て
。
一
ヶ
月
に
い
っ
ぺ
ん
、

お
盆
を
や
り
な
さ
い
と
言
え
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
一
ヶ
月
に
い
っ

ぺ
ん
檀
家
一
軒
ず
つ
回
る
ん
で
す
。
お
盆
と
同
じ
よ
う
に
。
お
念
仏

を
そ
の
家
庭
で
そ
の
家
庭
の
人
と
一
緒
に
唱
え
さ
せ
て
も
ら
う
と
い

う
よ
う
に
具
体
化
す
る
と
、
わ
か
る
。
だ
け
ど
、「
家
庭
に
み
仏
の

み
光
を
」
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。

　

己
は
愚
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
っ
と
具
体
的
な
指
針
を
示
す

べ
き
だ
。
私
も
今
、
長
谷
川
先
生
が
言
わ
れ
た
の
と
全
く
同
じ
で
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
あ
と
で
先
生
方
に
お
願
い
し
よ
う
と
思

い
ま
し
た
が
、
話
し
合
い
だ
け
し
た
よ
で
は
な
く
て
、
ぜ
ひ
自
分
の

中
で
で
も
実
り
あ
る
も
の
に
捉
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

掛
け
声
だ
け
で
は
な
く
て
、
花
火
だ
け
上
げ
る
の
で
は
な
く
て
、

言
い
っ
ぱ
な
し
で
は
な
く
て
、
意
識
を
一
つ
に
し
て
求
め
て
い
く
時

代
だ
と
。
お
十
念
し
て
い
た
だ
い
た
ら
、
あ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
お

十
念
が
整
っ
て
で
き
る
の
だ
か
ら
、
心
を
一
つ
に
な
っ
て
や
れ
ば
、

絶
対
に
力
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

答
え
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
長
谷
川
先
生
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

〇
今
岡　

司
会
の
田
中
先
生
が
い
っ
ぱ
い
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

私
も
し
ゃ
べ
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
長
谷
川
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た

意
見
に
コ
メ
ン
ト
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
、
専
門
職
、
倫
理
綱
領
、
先
ほ
ど
私
も
ほ
か
の
お
寺
の

例
を
出
し
た
の
で
す
が
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
と
い
う
よ
り
は
浄

土
宗
と
し
て
倫
理
綱
領
で
、
こ
れ
は
や
っ
て
は
い
か
ん
、
こ
れ
は
気

を
つ
け
よ
う
と
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
宗
と
し
て
合
意
を
得
る
の
が
す
ご
く
時
間
が
掛
か
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
ま
ず
、

個
別
の
寺
院
で
う
ち
は
こ
う
い
う
こ
と
で
成
功
し
て
ま
す
と
い
う
事

例
を
集
め
た
ほ
う
が
早
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど

は
そ
う
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

三
番
目
に
ご
指
摘
に
あ
っ
た
世
間
の
間
違
っ
た
意
識
、
お
葬
式
に

対
す
る
も
の
が
大
き
い
か
と
思
い
ま
す
。
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実
は
私
の
妻
は
在
家
の
出
身
で
、
元
の
実
家
が
真
宗
の
大
谷
派
で

ご
ざ
い
ま
す
。
兄
が
亡
く
な
り
ま
し
て
、
大
谷
派
の
お
坊
さ
ん
が
来

て
、
お
葬
式
に
私
が
臨
席
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
休
憩
所
で
は

コ
ピ
ー
し
た
も
の
を
お
見
せ
し
ま
し
た
が
、
住
職
さ
ん
、
Ａ
４
、
６

枚
、
真
宗
大
谷
派
の
葬
式
は
こ
う
や
る
べ
き
だ
と
、
葬
儀
屋
さ
ん
当

て
に
６
枚
。
そ
れ
か
ら
喪
主
の
方
、
お
葬
式
を
ど
う
考
え
る
か
。
紙

３
枚
。
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
札
幌
別
院
が
発
行
し
た
も
の
で
し
た
が
、
札
幌
別
院
で
は

お
葬
儀
は
こ
う
や
っ
て
や
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
っ
て
、
葬

儀
屋
さ
ん
に
お
ま
か
せ
に
し
な
い
。
宗
派
と
し
て
の
葬
儀
の
や
り
方

は
こ
う
だ
と
、
こ
れ
に
従
っ
て
く
れ
。
飾
り
付
け
か
ら
何
か
ら
全
部

そ
の
と
お
り
。
葬
儀
屋
は
ぶ
つ
ぶ
つ
文
句
を
言
っ
て
ま
し
た
。
で
も

必
ず
や
る
ん
で
す
。

　

実
は
、
そ
の
ぐ
ら
い
で
き
る
ん
で
す
。
我
々
は
や
っ
て
な
い
だ
け
。

ま
た
や
る
た
め
に
、
我
々
の
中
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
。

　

例
え
ば
初
七
日
を
同
じ
日
の
式
場
の
中
に
式
中
に
入
れ
る
と
い
う

こ
と
は
も
っ
て
の
ほ
か
だ
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
会
場
の
都
合

と
か
葬
祭
場
の
都
合
と
い
う
こ
と
で
そ
う
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
い

る
。

　

こ
ん
な
こ
と
は
浄
土
宗
と
し
て
は
受
け
ま
せ
ん
。
浄
土
宗
の
お
葬

式
は
こ
う
や
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
形
を
本
当
は
も
っ
と
前
面
に
出

せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
も
実
際
に
は
、
そ

の
地
方
地
方
で
違
い
ま
す
。
あ
る
程
度
地
方
を
グ
ル
ー
プ
化
し
て
、

こ
の
地
方
で
は
こ
う
い
う
や
り
方
で
や
っ
て
ま
す
と
い
う
標
準
を
作

る
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
実
際
に
や
っ
て
い
る
宗
派
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

実
行
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
や
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
世
間

に
与
え
る
お
葬
式
に
関
す
る
考
え
方
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
清
水
先

生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
の
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。

　

で
き
れ
ば
宗
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
て
、
宗
で
こ
う
言
っ
て
る

か
ら
こ
う
や
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
れ
ば
、
す
ご
く
大

き
な
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
か
に
ど
う
ぞ
ご

発
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

は
い
、
ど
う
ぞ
。

〇
石
田
（
総
合
研
究
所
）　

二
つ
、
お
聞
き
し
ま
す
。
一
つ
は
、
国
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で
も
そ
う
で
す
が
、
女
性
の
活
力
を
生
か
そ
う
と
あ
り
ま
す
。
き
ょ

う
、
見
渡
す
限
り
ほ
と
ん
ど
男
性
で
、
女
性
教
師
の
方
、
何
人
か
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
ど
も
の
宗
派
、
何
と
な
く
全
体
的
に
女
性

教
師
の
数
が
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

発
表
者
の
先
生
方
、
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
を
考
え
る
た
め
に
女
性

教
師
、
あ
る
い
は
お
寺
に
と
っ
て
の
寺
庭
さ
ん
も
そ
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
女
性
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
、
お
聞
か
せ
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
恐
ら
く
こ
れ
ま
で
ど

お
り
で
は
、
お
寺
、
う
ま
く
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
こ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

発
表
者
の
先
生
方
が
こ
れ
か
ら
先
、
十
年
先
、
二
十
年
先
を
見
詰

め
て
、
寺
号
で
や
っ
て
い
る
活
動
、
あ
る
い
は
今
後
の
た
め
に
こ
う

い
う
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
か

ら
お
寺
に
関
わ
る
若
い
者
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
お

教
え
願
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

ご
質
問
と
い
う
よ
り
、
た
ま
た
ま
前
に
い
る
四

人
が
お
答
え
す
る
の
も
い
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
ご
出
席
の
先
生
方

が
、
僕
な
ら
こ
う
考
え
る
、
僕
は
こ
う
や
っ
て
る
と
い
う
こ
と
ま
で

議
論
に
お
加
わ
り
い
た
だ
く
ほ
う
が
よ
り
広
い
範
囲
で
も
の
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
四
人
だ
け
に
絞
っ
て
い
た
だ

く
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
。
女
性
教
師
、
女
性
の
活
用
と
い
う
言
葉
は
、

僕
は
嫌
い
な
ん
で
す
よ
。
活
用
な
ん
て
言
う
の
は
、
か
え
っ
て
問
題

に
な
る
言
葉
に
な
り
ま
す
。
女
性
の
働
き
を
ど
う
さ
せ
て
い
た
だ
く

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
先
生
、
何
か
、
ご
意
見
あ
り
ま
す
か
。

〇
今
岡　

ち
ょ
っ
と
難
し
い
問
題
で
す
。
そ
う
簡
単
に
答
え
ら
れ
る

問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
女
性
の
教
師
数
が
最
近
、
若
い
年

齢
層
で
は
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
か
な
り
高
齢
の
方
に
な
り
ま
す

と
、
い
わ
ゆ
る
尼
僧
さ
ん
と
い
う
、
教
師
で
す
が
、
異
な
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
尼
僧
さ
ん
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
処
遇
を
さ

れ
て
い
た
か
と
い
う
過
去
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
全
部
ひ
っ

く
る
め
て
女
性
の
活
用
は
ど
う
な
ん
で
す
か
と
言
わ
れ
て
も
す
ぐ
に

は
お
答
え
で
き
な
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
心
情
的
に
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
少
子
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

少
子
化
で
女
の
お
子
さ
ん
し
か
生
ま
れ
な
い
家
庭
は
結
構
多
く
な
り
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ま
し
た
。
寺
院
に
つ
き
ま
し
て
も
女
の
お
子
さ
ん
し
か
い
な
い
と
い

う
寺
院
が
確
率
的
に
は
四
分
の
一
ぐ
ら
い
出
て
く
る
は
ず
で
す
。
男
、

男
、
男
、
女
、
女
、
男
、
女
、
女
と
考
え
ま
す
と
、
四
分
の
一
ぐ
ら

い
は
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

女
性
教
師
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
。
な
お
か
つ
女
性

住
職
も
増
え
て
く
る
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
活
用
す
る
云
々
で
は
な

く
、
必
然
的
に
女
性
の
教
師
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
登
場
し
ま
し

て
一
緒
に
活
動
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
そ
こ
に
は
、
バ
リ
ア
と
言
い
ま
す
か
、
今
ま
で
は
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
必
ず
男
が
就
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
続
け

ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
少
し
女
性
の
能
力

を
ち
ゃ
ん
と
見
極
め
て
、
適
材
適
所
と
い
う
こ
と
で
浄
土
宗
の
た
め

に
働
い
て
い
た
だ
く
と
い
う
考
え
方
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
各
自
で
や
っ
て
い
る
秘
策
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
秘
策
だ
か
ら
な
か
な
か
教
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
も

お
寺
の
中
で
檀
信
徒
、
お
寺
に
い
つ
も
来
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
以
外
に
若
い
グ
ル
ー
プ
の
お
寺
の
サ
ポ
ー
タ
ー
を
準
備
す

る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
お
寺
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
非
常

に
重
要
で
、
要
す
る
に
若
い
サ
ポ
ー
タ
ー
を
い
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お

寺
で
育
成
し
て
い
く
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
う
ち

は
結
構
う
ま
く
や
っ
て
ま
す
と
い
う
お
話
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上
で

す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
他
に
何
か
ご
ざ

い
ま
す
か
？

〇
松
岡　

女
性
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
自
身
、
個
人
と
し
て
考

え
て
い
る
こ
と
は
、
男
女
差
別
と
言
い
ま
す
か
、
そ
こ
に
性
の
差
別

が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
障
害
に
な
る
も
の
を
教
師

と
し
て
、
あ
る
い
は
僧
侶
と
し
て
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
撤
廃
す

べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
と
さ
ら
、
そ
れ
を
意
図
し
て
女
性
を
増
や
し
て
い
く
よ

う
な
、
女
性
を
何
人
入
れ
な
け
れ
ば
と
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か

と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
布
教
師
養
成
講
座
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
驚
く
の

は
大
体
一
割
が
女
性
で
す
。
三
十
人
い
る
と
、
三
人
は
女
性
で
す
。

し
か
も
そ
の
三
人
の
方
々
が
す
ご
い
求
道
と
言
う
の
で
す
か
。
男
性

も
真
面
目
に
一
生
懸
命
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
女
性
の
求
め
る
も

の
は
す
ご
い
も
の
が
あ
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
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そ
れ
は
ご
自
身
が
そ
の
意
識
を
持
っ
て
こ
の
道
へ
進
も
う
と
。
お

寺
の
あ
と
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
も
い
ま
す
が
、
世

間
で
言
わ
れ
る
失
恋
し
た
か
ら
と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
方
は
お

り
ま
せ
ん
。
発
心
し
て
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
僧
侶
と
し
て

大
い
に
期
待
出
来
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
私
の
寺
は
本
当
の
田
舎
で
ど
ん
ど
ん
人
口
が
減
っ
て

い
ま
す
。
島
で
一
つ
の
町
で
す
が
、
今
、
二
千
七
百
の
人
口
で
す
。

あ
と
十
年
た
つ
と
千
五
百
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
人
口
推
計
で
す
。

　

そ
こ
に
各
宗
合
わ
せ
て
八
ヶ
寺
、
ご
ざ
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

十
年
後
に
は
ど
の
寺
も
檀
家
数
が
半
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど

ん
ぐ
り
の
背
比
べ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

宗
旨
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
世
間
は
何
宗
で
も
同
じ
と
い
う
感

覚
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

家
は
代
々
、
何
宗
だ
か
ら
と
い
う
感
覚
で
帰
属
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
お
り
明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
た

っ
て
、
寺
檀
関
係
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
い
く
中
で
あ
の
お
寺
は
い
い

な
と
言
わ
れ
る
も
の
は
何
か
。

　

そ
れ
は
建
物
な
の
か
、
住
職
の
人
柄
な
の
か
。
一
番
大
切
な
の
は
、

ど
こ
で
葬
儀
を
し
た
い
か
。
ど
ん
な
お
勤
め
が
出
来
る
か
。
我
が
家

の
宗
旨
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
全
檀
家
に
共
有
で

き
て
い
れ
ば
、
家
族
全
員
が
お
寺
参
り
を
し
て
お
念
仏
を
唱
え
る
。

そ
れ
が
見
え
、
聞
こ
え
て
く
れ
ば
、
あ
あ
、
あ
そ
こ
の
お
寺
は
い
い

な
と
注
目
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

過
疎
の
お
寺
は
、
表
現
は
適
切
で
な
い
で
し
ょ
う
が
サ
バ
イ
バ
ル

ゲ
ー
ム
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
か
が
潰
れ
た
と
き
、
ゼ
ロ
で
潰

れ
ま
せ
ん
か
ら
そ
の
廃
寺
に
な
っ
た
檀
家
は
ど
こ
か
に
帰
属
し
ま
す
。

や
は
り
こ
こ
が
い
い
な
と
思
う
よ
う
な
カ
ラ
ー
を
出
し
て
い
る
、
僧

俗
一
体
と
な
っ
た
カ
ラ
ー
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
来
る
で
あ
ろ
う

と
思
い
つ
つ
、
浄
土
宗
と
い
う
特
色
を
で
き
る
だ
け
強
く
出
し
て
お

り
ま
す
。

　

他
宗
の
批
判
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
浄
土
宗
は
素
晴
ら
し
い
ぞ
と

い
う
こ
と
を
力
説
す
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
持
論
で
す

が
、
信
者
さ
ん
、
檀
家
さ
ん
で
も
女
性
を
し
っ
か
り
と
お
導
き
し
た

寺
は
強
い
と
い
つ
も
考
え
て
お
り
ま
す
。
は
っ
き
り
言
っ
て
ご
主
人

は
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
な
と
こ
ろ
に
タ
ッ
チ
し
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
奥
さ
ん
方
が
一
生
懸
命
お
仏
壇
を
お
守
り
し
、

お
勤
め
を
し
ま
す
。
従
っ
て
女
性
信
者
さ
ん
に
力
を
入
れ
て
い
た
だ

い
た
お
寺
は
確
実
に
保
っ
て
い
く
と
考
え
て
お
り
ま
す
。



─ 93 ─

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
女
性
教
師
が
増
え
て
、
た
く
さ
ん
活
躍
し
て

い
た
だ
く
こ
と
は
大
い
に
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
宗
は

確
実
に
生
き
延
び
て
い
き
ま
す
。
む
し
ろ
健
全
に
い
く
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
思
い
ま
す
。
活
用
よ
り
、
む
し
ろ
大
い
に
期
待
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
女
性
教
師
さ
ん
が
、
出
て
こ
ら
れ
る
、
女
性
の
住
職

さ
ん
が
出
て
こ
ら
れ
る
こ
と
を
大
い
に
歓
迎
い
た
し
ま
す
。

　

東
南
ア
ジ
ア
か
ら
イ
ン
ド
あ
た
り
、
首
相
が
女
性
で
あ
る
と
き
に

一
番
落
ち
着
き
安
定
し
ま
す
。
日
本
も
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
点
、
そ
う
い
う
意
味
で
若
い
中
学
生
ぐ
ら
い
、
小
学
校
か

ら
女
の
子
ば
か
り
集
め
て
教
育
し
て
い
ま
す
。
爺
さ
ん
、
婆
さ
ん
も

す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
小
学
校
、
中
学
校
を
集
め
て
い

ろ
い
ろ
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

や
っ
て
ま
す
と
私
は
大
き
な
声
で
言
え
な
い
。
や
っ
て
る
の
は
助

教
師
で
す
。
要
す
る
に
家
内
で
す
。
小
学
校
、
中
学
校
の
女
の
子
、

こ
の
爺
さ
ん
が
と
き
ど
き
お
話
は
し
ま
す
が
、
主
に
や
っ
て
く
れ
て

い
る
の
は
、
私
の
隣
に
お
る
寺
族
が
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
こ
と
を
お

伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

　

あ
と
、
ご
出
席
さ
れ
て
い
る
中
で
ど
な
た
か
お
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

う
ち
は
こ
ん
な
こ
と
し
て
る
、
将
来
に
向
け
て
こ
う
だ
と
い
う
ご
意

見
が
あ
れ
ば
ど
う
ぞ
お
答
え
を
く
だ
さ
い
。
く
だ
さ
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
何
も
考
え
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
だ
と
う
ち

の
学
生
と
変
わ
ら
な
い
で
す
よ
。

　

も
し
あ
れ
ば
、
も
し
お
考
え
に
な
っ
た
ら
、
ご
質
問
を
さ
れ
た
お

方
の
ほ
う
へ
、
お
互
い
に
教
え
合
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

　

で
は
そ
れ
以
外
に
、
何
か
一
言
、
自
分
の
お
考
え
を
。
は
い
、
ど

う
ぞ
。

〇
花
木
（
布
教
師
）　

今
ま
で
の
浄
土
宗
の
あ
り
方
、
お
と
な
し
過

ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
の
若
い
お
坊
さ

ん
を
見
て
い
て
、
我
々
の
と
き
と
比
べ
る
と
ず
っ
と
真
面
目
で
す
。

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
さ
ん
に
聞
い
て
も
、
最
近
の
若
い
人
は
皆
、
素

晴
ら
し
い
で
す
ね
。
昔
の
人
は
皆
、
祇
園
に
行
く
た
め
に
や
っ
て
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
た
り
し
ま
す
。

　

今
は
皆
、
あ
ま
り
飲
み
に
も
い
か
な
い
し
、
真
面
目
が
方
が
多
い

と
い
う
状
況
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
見
て
い
ま
し
て
も
お
坊
さ
ん
の

は
質
が
悪
く
な
っ
た
と
い
う
気
は
あ
ま
り
し
な
い
で
す
。

　

た
だ
社
会
の
風
潮
が
相
当
変
わ
っ
て
き
た
中
で
、
こ
の
攻
撃
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
共
同
体
が
町
の
ほ
う
も
村
の
ほ
う
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も
ど
ん
ど
ん
崩
れ
て
き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
昔
は
お
葬
式
で
も
全
部

自
分
た
ち
で
や
っ
て
い
た
の
が
、
一
度
ホ
ー
ル
で
や
り
ま
す
と
、
二

度
目
か
ら
完
全
に
ホ
ー
ル
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
れ
だ
け
楽
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
形
で
地
域
社
会
の
力
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
中
で
、
自

分
た
ち
が
葬
儀
あ
る
い
は
仏
教
関
係
に
つ
な
が
る
つ
な
が
り
方
が
弱

く
な
っ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
気
楽
に
肯
定
し
て
あ
げ
ま

し
ょ
う
と
い
う
攻
撃
が
ど
ん
ど
ん
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
島
田
裕
巳
さ
ん
と
か
、
戒
名
は
要
ら
な
い
と
か
、
今
、
雑

誌
や
週
刊
誌
で
は
何
も
残
さ
な
い
の
が
い
い
。
お
墓
も
要
ら
な
い
、

お
骨
も
要
ら
な
い
。
消
え
て
し
ま
う
の
が
最
高
で
す
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
我
々
の
中
の
弱

点
を
突
い
て
い
る
。
お
金
が
ど
う
の
こ
う
の
と
か
、
お
坊
さ
ん
は
よ

く
遊
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
突
か
れ

て
、
戒
名
料
を
取
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
を
言
い
訳
に
し
て
仏
教
は
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣

伝
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
乗
る
、
本
も
出
る
、
い
い
の
で
は
な

い
の
と
い
う
風
潮
が
で
き
あ
が
っ
て
、
こ
う
い
う
事
態
に
な
っ
て
い

る
だ
け
で
す
。
我
々
の
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
か
、
ち
ょ

っ
と
よ
く
な
っ
て
い
る
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
。

　

問
題
な
の
は
、
今
の
風
潮
に
対
し
て
浄
土
宗
は
あ
ま
り
社
会
的
な

ア
ピ
ー
ル
を
し
な
い
。
真
宗
さ
ん
は
、
戒
名
要
り
ま
す
と
い
う
こ
と

を
発
表
し
た
り
、
先
程
も
真
宗
の
お
話
が
出
ま
し
た
。
こ
う
い
う
風

潮
は
ま
ず
い
、
正
し
く
な
い
と
発
言
さ
れ
て
る
と
思
い
ま
す
。

　

何
と
言
っ
て
も
、
家
族
葬
は
絶
対
間
違
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な

い
で
す
。
我
々
は
死
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ
が
人
間
の
生

き
方
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
人
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で

お
別
れ
の
儀
式
を
し
て
は
じ
め
て
死
者
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
家

族
以
外
、
来
て
は
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
の
が
家
族
葬
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
、
絶
対
に
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に

直
葬
に
な
る
と
人
間
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
間
違
っ
て
い
る
と
、
浄
土
宗
の
ほ
う
か

ら
発
言
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
石
上
さ
ん
は
と
き
ど

き
新
聞
に
書
い
て
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
形
で
少
し
で
も
発
言
し
て
い

く
こ
と
が
、
今
は
対
決
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
流
れ
は
人
間
と
し
て
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
を

我
々
全
体
が
、
今
ま
で
は
お
と
な
し
い
状
態
で
、
好
か
れ
る
お
坊
さ
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ん
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
い
や
な
こ
と
も
言
え

る
と
か
、
あ
え
て
違
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
な
部
分
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

〇
司
会
（
田
中
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
全
く
ご
指
摘
の
と

お
り
で
す
。
対
抗
し
て
い
く
と
い
う
言
葉
で
し
た
が
、
対
抗
し
て
言

え
る
こ
と
、
葬
儀
は
大
事
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
言
え
る
お
坊
さ
ん
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
限
り
は
、
で
は
葬
儀
は
本
当
に
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
し

っ
か
り
と
自
分
で
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
宗
で
葬
儀
と

は
こ
う
い
う
も
の
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
お
か
し
い
か
も
し
れ

な
い
。

　

し
か
し
人
間
は
、
葬
儀
と
い
う
儀
式
を
な
ぜ
す
る
の
か
と
い
う
ぐ

ら
い
の
こ
と
は
、
お
坊
さ
ん
が
ま
ず
理
解
し
て
お
か
な
い
と
言
え
な

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
い
や
あ
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

き
ち
ん
と
こ
れ
こ
れ
こ
う
だ
か
ら
、
葬
儀
は
必
要
だ
と
い
こ
と
を

示
せ
る
よ
う
に
お
坊
さ
ん
自
ら
も
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
明
確
に
自
分
で
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
間
に
、
戒
名
料
が
ど
う

の
こ
う
の
、
何
と
か
で
つ
つ
か
れ
て
何
も
言
え
な
く
な
る
。

　

お
と
な
し
過
ぎ
る
の
は
確
か
で
す
。
私
は
対
抗
せ
よ
と
い
う
の
は
、

お
坊
さ
ん
の
考
え
方
を
も
っ
て
ト
レ
ン
ド
を
作
り
直
す
。
風
潮
を
作

り
直
せ
と
い
う
意
味
で
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
一
人
一
人
で
は
で
き
な
い
。
皆
さ
ん
が
、
少
な
く
と
も
同

じ
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
が
力
を
合
わ
せ
て
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
あ
っ

ち
で
言
う
て
る
こ
と
と
こ
っ
ち
で
言
う
て
る
こ
と
と
が
違
っ
て
き
た

ら
、
ト
レ
ン
ド
も
作
れ
な
い
。
新
し
い
浄
土
宗
カ
ラ
ー
の
ト
レ
ン
ド

も
作
れ
な
い
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
お
互
い
に
そ
の
辺
は
研
鑽

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。　

　

ご
指
摘
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。
も
う
お
一
方
ぐ
ら
い
、
お
時
間
あ

り
ま
す
が
。
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
も
う
皆
さ
ん
、
十

分
だ
と
い
う
お
顔
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
。
も
う
疲
れ
た
と
い
う
感
じ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
回
は
こ
れ
で
閉
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
い
ろ
い

ろ
な
視
点
か
ら
現
在
の
我
々
の
求
め
る
僧
侶
の
像
を
お
話
を
し
て
い

た
だ
い
て
、
ま
た
皆
さ
ん
に
議
論
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

こ
こ
に
お
集
ま
り
の
皆
さ
ん
は
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
お
ら
れ

て
、
恐
ら
く
自
ら
の
中
に
自
ら
の
僧
侶
像
を
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

と
思
い
ま
す
。
基
本
的
な
こ
と
は
ま
ず
し
っ
か
り
と
繰
り
返
し
繰
り

返
し
な
さ
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と
現
在
の
社
会
の
所
化
の
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ほ
う
の
あ
り
方
も
し
っ
か
り
と
眺
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
清
水
さ
ん
が
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
や
る
気
の

な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
見
な
さ
い
、
聞
き

な
さ
い
、
調
べ
な
さ
い
、
書
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
に
守

っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
の
持
論
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
別
に
総
長
が
前

に
お
ら
れ
る
か
ら
言
っ
て
る
の
で
は
な
い
の
で
す
よ
。
お
ら
れ
な
い

と
き
も
言
っ
て
ま
す
。
し
か
も
レ
ジ
メ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

せ
っ
か
く
宗
を
上
げ
て
、
旗
印
を
上
げ
た
の
で
あ
れ
ば
、
劈
頭
宣

言
を
実
践
す
べ
く
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
す
べ
き
で
す
。
そ

こ
か
ら
現
在
の
浄
土
宗
の
僧
侶
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
。
例
え
ば

愚
者
の
自
覚
は
何
で
す
か
。
お
れ
は
何
も
勉
強
し
て
な
い
し
、
教
え

な
ん
か
、
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
の
は
愚
者
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
こ
ん
な
に
議
論
し
て
も
、
未
だ
に
実
際
に
僧
侶
像
、
見
え

な
い
で
は
な
い
で
す
か
。
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
意
見
を
集
め
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
も
、
自
分
な
り
に
は
あ
る

程
度
ぼ
ん
や
り
持
っ
て
は
い
て
も
、
統
一
し
た
僧
侶
像
、
出
ま
し
た

か
。
出
ま
せ
ん
。

　

愚
者
だ
か
ら
で
す
。
我
々
が
賢
者
な
ら
も
う
ぴ
し
っ
と
一
つ
、
答

え
が
出
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
、

こ
う
じ
ゃ
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
結
局
わ
け
の
わ
か
ら
ん
よ
う
な
形

で
、
清
水
君
に
ま
た
怒
ら
れ
ま
す
よ
。
言
い
っ
ぱ
な
し
か
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
愚
者
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
我
々
は
愚
者
だ
。
そ
の
自

覚
で
す
。
愚
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
自
覚
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
は
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
深
く
、
い
ろ
い
ろ
と
三
学
を
含
め

て
勉
強
し
て
い
た
だ
き
、
あ
あ
、
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
わ
か
ら
ん
な

あ
。
そ
の
と
き
に
初
め
て
素
直
に
愚
者
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
深
心
へ
、
深
い
心
で
信
じ
る
以
外
に
な
か
ろ
う
と
い

う
こ
と
へ
展
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で
、
愚

者
の
自
覚
、
そ
れ
か
ら
家
庭
に
。

　

う
ま
い
こ
と
で
き
て
い
ま
す
。
己
で
し
ょ
、
家
庭
で
し
ょ
、
社
会

で
し
ょ
、
世
界
で
し
ょ
う
。
実
に
う
ま
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

そ
の
具
体
を
示
さ
な
い
と
、
力
に
な
ら
な
い
。
ど
う
ぞ
掛
け
声
だ
け

に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
こ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
僧
侶
像
、
た
く
さ
ん
示
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
そ
う
で
す
。
い
ず
れ
も
ご
も
っ
と
も
。
例
え

ば
今
岡
先
生
が
最
後
に
五
つ
、
書
い
て
い
た
だ
い
た
、
全
く
そ
の
と

お
り
で
す
。
的
確
に
表
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
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清
水
先
生
も
、
と
に
か
く
汚
い
字
は
い
け
な
い
。
き
ち
ん
と
身
な

り
も
し
て
、
唱
え
る
べ
き
は
ち
ゃ
ん
と
唱
え
て
、
お
経
も
し
っ
か
り

と
唱
え
て
、
後
ろ
か
ら
手
を
合
わ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
坊
主
が
い

い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

従
っ
て
、
し
っ
か
り
そ
こ
に
心
を
持
っ
て
や
っ
て
れ
ば
、
皆
、
見

て
る
人
は
見
て
い
ま
す
と
い
う
姿
・
形
か
ら
の
布
教
で
し
ょ
う
ね
。

法
式
と
い
う
布
教
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
で
き
ま
す
よ
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
布
教
さ
れ
て
も
、
信
と
念
仏
を
持
っ
て
な
け
れ
ば
、
本

当
に
伝
わ
る
布
教
は
で
き
な
い
。
形
だ
け
の
、
口
だ
け
の
布
教
は
何

も
残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
あ
、
面
白
か
っ
た
な
で
終
わ

る
け
れ
ど
も
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
お
坊
さ
ん
と
し
て
の
己

を
し
っ
か
り
と
眺
め
て
い
た
だ
い
て
、
な
す
べ
き
こ
と
を
し
っ
か
り

と
な
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
前
を
向
い
て
は
浄
土
宗
の
劈
頭
宣
言
に

添
っ
て
、
そ
れ
を
自
ら
が
ど
う
実
行
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
描

い
て
い
た
だ
く
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
し
っ
か
り
と
生
活
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
生
活
と
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

失
礼
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
が
。
生
活
と
は
己
が
生
き
て
い
る
こ

と
を
活
か
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

朝
起
き
ま
し
た
。
顔
を
洗
い
ま
し
た
。
ご
飯
を
食
べ
ま
し
た
。
そ

れ
は
生
き
て
る
だ
け
で
す
。
生
活
。
生
は
生
き
る
。
誰
が
。
私
が
。

活
は
活
か
す
。
従
っ
て
生
活
と
は
、
自
分
が
生
き
て
る
こ
と
を
活
か

し
て
い
く
こ
と
。

　

自
分
の
持
ち
合
わ
せ
た
も
の
を
、
信
者
さ
ん
か
ら
す
る
と
、
念
仏

の
先
導
者
な
の
で
す
か
ら
。
法
然
上
人
の
立
場
、
心
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
自
分
の
生
き
て
い
る
こ
と
を
活
か
し
て
い
く
と
い
う
考
え
を

持
っ
て
い
た
だ
い
て
、
邁
進
し
て
い
た
だ
く
。
一
日
精
進
し
て
い
た

だ
く
。
こ
れ
が
大
事
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
し
っ
か
り
と
念
仏
に
生
活
で
き
る
私
で
あ
り
た
い
と
、
こ

こ
に
座
っ
て
い
る
四
人
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

随
分
と
発
表
の
と
き
は
き
つ
い
こ
と
を
申
し
上
げ
た
り
し
た
か
と
思

い
ま
す
。
気
に
食
わ
ん
と
思
う
こ
と
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
気
に

食
わ
な
い
こ
と
は
家
に
帰
っ
て
、
気
に
食
う
よ
う
に
ご
自
身
で
解
釈

し
て
い
た
だ
い
て
、
お
許
し
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

本
当
に
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
熱
心
に
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
し
て
、
こ
れ
に
て
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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合
掌
願
い
ま
す
。

	

（
了
）
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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
近
代
教
育
制
度
の
な
か
で
宗
教
系
学
校
が
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
明
治
二
十
年
代
の
教

育
政
策
の
中
で
論
じ
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
の
専
門
分
野
の
一
つ
で
あ
る
日
本
近
代
仏
教
（
史
）
研
究
に

お
い
て
、
宗
門
系
大
学
は
ほ
と
ん
ど
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
こ
な
か

っ
た
。
管
見
で
は
あ
る
が
宗
門
系
大
学
の
役
割
を
整
理
し
て
み
る
と
、

①
学
寮
・
檀
林
・
学
林
の
歴
史
を
継
承
し
つ
つ
も
近
代
教
育
制
度
に

則
し
た
宗
内
最
高
学
府
の
僧
侶
養
成
機
関
、
②
教
団
運
営
の
た
め
の

人
材
輩
出
機
関
、
③
宗
学
・
仏
教
学
を
中
心
と
し
た
学
術
研
究
機
関
、

④
学
術
・
教
化
・
同
窓
会
雑
誌
等
発
行
を
媒
介
と
し
た
情
報
ハ
ブ
機

関
、
⑤
高
等
教
育
課
程
を
施
す
教
育
機
関
な
ど
、
教
団
の
み
な
ら
ず

当
時
の
仏
教
界
全
体
に
と
っ
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と

は
疑
い
得
な
い
。
ゆ
え
に
当
該
分
野
に
お
い
て
研
究
対
象
と
な
っ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
が
実
際
で
あ

る
。
た
だ
し
少
な
い
な
が
ら
も
こ
こ
れ
ま
で
優
れ
た
成
果
が
刊
行
さ

れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
原
田
克
己（
１
）や
谷
脇
由
紀
子（
２
）ら
に
よ
っ
て
、

高
等
教
育
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
宗
門
系
大
学
の
歴
史
的
検
証
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
問
史
の
視
点
か
ら
林
淳（
３
）が
、
帝
国
大
学
・

宗
教
系
大
学
と
い
う
大
学
空
間
に
着
眼
し
な
が
ら
宗
教
学
や
仏
教

学
・
仏
教
史
学
の
歴
史
化
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
は
こ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

当
時
の
高
等
教
育
政
策
史
の
変
遷
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
で
独
自

の
視
点
を
持
つ
。
当
時
の
教
育
政
策
動
向
か
ら
、
宗
門
系
大
学
誕
生

の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

明
治
二
十
年
代
に
み
る
文
部
省
の
政
策
転
換

―
宗
教
系
学
校
に
着
眼
し
て
―

江　

島　

尚　

俊
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に
も
宗
教
系
大
学
を
含
め
た
宗
教
系
学
校
が
文
部
省
の
教
育
政
策
の

な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
実
証
的
に
抑

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
宗
教
系
学
校
に
対
す
る

政
策
転
換
が
行
わ
れ
た
明
治
二
十
年
代
に
着
眼
し
て
い
く
。

二　
「
専
門
学
校
令
案
」
に
み
る
「
宗
教
専
門
学
校
」

　

初
代
文
相
森
有
礼
の
生
存
中
に
起
草
が
開
始
さ
れ
、
彼
の
死
後
、

明
治
二
三
年
七
月
（
も
し
く
は
八
月
）
頃
に
な
っ
て
成
案
に
い
た
っ

た
法
令
案
に
、「
専
門
学
校
令
案
」（
現
在
、
東
書
文
庫
久
保
田
譲
旧

蔵
文
書
に
所
蔵
）
が
あ
る
。
従
来
、
文
部
省
は
、
高
等
教
育
機
関
を

含
め
た
正
規
の
学
校
の
な
か
に
宗
教
を
入
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い

た
。
つ
ま
り
、
宗
教
者
や
宗
教
に
関
わ
る
教
育
を
な
る
べ
く
排
除
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
が
文
部
省
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
部

省
が
作
成
し
た
「
専
門
学
校
令
案
」
に
は
「
宗
教
系
専
門
学
校
」
と

い
う
語
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
語
に
焦
点
を
あ

て
て
当
時
の
文
部
省
が
有
し
て
い
た
宗
教
に
対
す
る
姿
勢
を
お
さ
え

て
お
き
た
い
。

　

さ
て
第
一
条
に
お
い
て
は
、
専
門
学
校
に
関
す
る
定
義
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。「
専
門
学
校
ハ
専
門
ノ
業
務
又
ハ
職
業
ニ
須
要
ナ
ル
学

術
技
芸
ヲ
教
授
ス
ル
所
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
に
、「
業
務
」
や
「
職

業
」
に
関
す
る
「
学
術
技
芸
」
を
教
授
す
る
学
校
と
し
て
専
門
学
校

は
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
た
「
帝
国
大
学
令
」

で
の
「
国
家
ノ
須
要
ニ
応
ス
ル
学
術
技
芸
ヲ
教
授
シ
及
其
蘊
奥
ヲ
攷

究
ス
ル
」
と
い
う
定
義
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

第
二
条
で
は
専
門
学
校
へ
の
入
学
資
格
と
し
て
、「
相
当
ナ
ル
普
通

教
育
若
ク
ハ
予
備
教
育
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ
」
と
さ
れ
、
中

等
教
育
修
了
者
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
第
三
条
で
は
専
門
学

校
の
設
立
主
体
が
規
定
さ
れ
、「
専
門
学
校
ハ
其
設
立
維
持
ヲ
国
家

ニ
於
テ
ス
ル
モ
ノ
ヲ
国
立
ト
シ
府
県
郡
市
町
村
立
ト
シ
私
人
ニ
於
テ

ス
ル
モ
ノ
ヲ
私
立
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
に
、
国
公
私
立
の
三
種
が
想

定
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
専
門
学
校
に
は
二
種
が
あ
り
、
通
常
の
専

門
学
校
と
、
そ
れ
よ
り
高
い
教
育
内
容
を
提
供
す
る
高
等
専
門
学
校

で
あ
っ
た
（
第
四
条
）。
専
門
学
校
の
ほ
う
は
中
等
学
校
程
度
、
高

等
専
門
学
校
の
ほ
う
は
帝
国
大
学
学
部
程
度
の
教
育
内
容
が
想
定
さ

れ
て
い
た
。
私
立
専
門
学
校
の
設
立
に
関
し
て
は
、
第
三
十
条
に
お

い
て
「
設
立
者
ハ
左
ノ
各
項
ヲ
具
シ
府
県
知
事
ノ
許
可
ヲ
請
フ
ヘ
シ

府
県
知
事
ハ
其
意
見
ヲ
具
シ
文
部
大
臣
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
之
ヲ
許
否
ス

ル
モ
ノ
ト
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
に
、
府
県
知
事
お
よ
び
文
部
大
臣
の

許
可
制
を
採
用
し
て
い
る
。

　

さ
て
「
宗
教
専
門
学
校
」
の
語
を
含
ん
で
い
る
条
文
は
、
第
三
十
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二
条
、
三
十
三
条
、
三
十
六
条
、
四
十
三
条
で
あ
る
。

第
三
十
二
条　

諸
宗
ノ
僧
侶
ヲ
養
成
ス
ル
宗
教
専
門
学
校
ノ
設
立
ハ

各
宗
管
長
之
ヲ
定
メ
第
三
十
条
ノ
各
項
ニ
準
シ
テ
府

県
知
事
ニ
報
告
ヲ
為
ス
ヘ
シ
／
府
県
知
事
ハ
文
部
大

臣
ニ
報
告
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
三
十
三
条　

私
立
専
門
学
校
ノ
教
員
任
用
ニ
関
ス
ル
規
則
ハ
宗
教

専
門
学
校
ヲ
除
ク
ノ
外
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
三
十
六
条　

大
学
ノ
学
部
ニ
準
ス
ヘ
キ
高
等
専
門
学
校
ハ
高
等
中

学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
若
ク
ハ
之
ニ
等
シ
キ

認
定
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
入
学
セ
シ
メ
其
学
科
課
程

試
験
法
教
員
其
他
ノ
設
備
具
ハ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
陸
海

軍
高
等
専
門
学
校
ヲ
除
ク
外
文
部
大
臣
ノ
認
定
シ
タ

ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
／
宗
教
高
等
専
門
学
校
ハ
管
長
ノ

認
定
ス
ル
所
ニ
依
ル

第
四
十
三
条　

宗
教
専
門
学
校
ニ
関
シ
テ
ハ
各
宗
派
ノ
管
長
ヲ
シ
テ

其
監
督
ノ
責
ニ
任
セ
シ
ム

こ
こ
に
記
し
た
よ
う
に
、
三
十
二
条
は
宗
教
系
専
門
学
校
の
設
置
法
、

三
十
三
条
は
私
立
専
門
学
校
の
教
員
任
用
、
三
十
六
条
は
高
等
専
門

学
校
へ
の
入
学
資
格
、
四
十
三
条
は
宗
教
系
専
門
学
校
の
監
督
権
に

関
す
る
条
文
で
あ
る
。

　

三
十
二
条
に
よ
る
と
、
宗
教
専
門
学
校
は
「
僧
侶
ヲ
養
成
ス
ル
」

専
門
学
校
で
あ
り
、「
各
宗
管
長
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
府
県
知

事
お
よ
び
文
部
大
臣
へ
は
報
告
制
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般

の
専
門
学
校
に
対
し
て
示
さ
れ
て
い
た
認
可
制
と
異
な
る
。
三
十
三

条
に
あ
る
よ
う
に
、
宗
教
専
門
学
校
の
教
員
任
用
規
則
に
対
し
て
文

部
大
臣
は
関
与
し
な
い
。
ま
た
、
宗
教
高
等
専
門
学
校
に
つ
い
て
も

文
部
大
臣
の
認
定
で
は
な
く
、
管
長
が
す
べ
て
の
権
限
を
も
っ
て
認

定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
四
十
三
条
で
は
念
押
し

し
て
い
る
が
ご
と
く
、
宗
教
専
門
学
校
は
「
各
宗
派
ノ
管
長
」
に

「
監
督
ノ
責
」
を
帰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
専
門
学
校
に

対
し
て
は
あ
く
ま
で
管
長
が
す
べ
て
の
権
限
を
持
ち
、
地
方
教
育
行

政
の
監
督
者
で
あ
る
府
県
知
事
、
中
央
行
政
の
監
督
者
で
あ
る
文
部

大
臣
に
対
し
て
は
報
告
を
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
条
文
を
整
理
す
る
と
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

①
宗
教
専
門
学
校
と
は
、
仏
教
教
団
が
設
立
す
る
専
門
学
校
で
あ
っ

た
。

②
宗
教
専
門
学
校
と
は
、
僧
侶
養
成
機
関
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
。
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③
宗
教
専
門
学
校
と
は
、
文
部
省
管
轄
で
は
な
く
内
務
省
管
轄
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
た
（
図
１
参
照
）。

　

①
と
②
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る

が
、
こ
こ
で
の
宗
教
と
は
キ
リ
ス
ト
教
や
神
道
な
ど
の
諸
宗
教
を
含

む
語
で
は
な
く
、
唯
一
、
仏
教
の
み
を
含
む
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
③
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
学
校
と
は

文
部
省
管
轄
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
宗
教
専
門
学
校
に
関
し
て
は
そ

う
で
は
な
か
っ
た
。
③
で
記
し
た
よ
う
に
、
内
務
省
の
管
轄
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
管
長
が
設
立
・
監
督
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、

宗
教
専
門
学
校
が
教
団
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

り
、
教
団
か
ら
独
立
し

た
学
校
組
織
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
教

団
の
一
部
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
当
時
の
宗

教
行
政
と
し
て
は
内
務

省
の
管
轄
と
な
る
。
教

育
法
令
の
条
文
の
中
に

宗
教
に
対
す
る
規
定
を

こ
れ
ま
で
盛
り
込
ん
で
こ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、「
宗
教
専
門

学
校
」
と
い
う
語
を
盛
り
込
ん
だ
「
専
門
学
校
令
案
」
は
大
き
な
意

味
が
あ
る
。
文
部
省
に
と
っ
て
宗
教
系
の
諸
学
校
と
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
普
通
学
を
教
授
す
る
学
校
な
の
か
、
布
教
・

教
化
の
た
め
の
施
設
な
の
か
、
実
は
全
く
規
定
が
な
い
組
織
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
文
部
省
設
立
以
来
、
同
省
は
仏
教
系
や
キ
リ
ス
ト
教
系

の
諸
学
校
に
対
し
消
極
的
な
姿
勢
、
も
っ
と
言
え
ば
ほ
と
ん
ど
放
置

の
姿
勢
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
、
宗
教
専
門
学
校

＝
僧
侶
養
成
機
関
と
い
う
極
め
て
限
定
的
な
概
念
規
定
だ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
一
歩
を
踏
み
込
ん
で
法
案
化
さ
れ
た

の
が
「
専
門
学
校
令
案
」
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

三　

明
治
二
十
年
代
後
半
の
転
換

　
「
専
門
学
校
令
案
」
が
廃
案
と
な
っ
た
後
、
宗
教
系
学
校
の
概
念

再
定
義
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
が
明
治
二
十
年
代
後
半
で
あ
る
。
特

に
井
上
毅
文
政
期
に
お
い
て
は
宗
教
系
諸
学
校
へ
の
対
応
も
含
め
て
、

文
部
行
政
の
大
転
換
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
本
稿
の
関
心
で
述

べ
れ
ば
、
宗
教
系
諸
学
校
が
、
如
何
に
し
て
正
規
の
教
育
制
度
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
井
上
文
政
期

は
非
常
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

図１　宗教専門学校の位置づけ

「宗教専門学校」

管理・運営

監督 認可申請内務省

管長（教団）
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井
上
文
政
下
に
お
い
て
法
案
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、「
寺
田

案　

私
立
学
校
條
例
草
案
（
甲
案
）」
お
よ
び
「
私
立
学
校
條
例
草

案
（
乙
案
）」（
以
下
、「
甲
案
」、「
乙
案
」
と
略
記
）、「
私
立
学
校

監
督
條
規
」（
以
下
、「
條
規
」
と
略
記
）
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
共
に
牧
野
伸
顕
文
書
の
一
部
で
あ
る
が
、
後
に
公
布
さ
れ
る

私
立
学
校
令
の
前
段
階
法
案
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
法
案
群
で
あ

る
。

　
「
甲
案
」
…
「
宗
教
専
門
ノ
学
校
ハ
本
條
令
定
ム
ル
所
ノ
限
ニ
ア

ラ
ス
」

　
「
乙
案
」
…
「
宗
教
学
校
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス
」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
立
学
校
の
中
に
宗
教
系
諸
学
校
は
含

ま
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
文
部
省
は
宗
教
系
学
校
を
法
令

の
規
制
対
象
外
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
條
規
」
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
。「
條
規
」
第
二
条
に
お
い
て
は
、
私
立

学
校
に
含
ま
な
い
教
育
施
設
の
例
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

は
、
少
人
数
学
校
や
遊
芸
・
技
能
の
み
の
教
授
所
を
非
私
立
学
校
と

す
る
と
と
も
に
、
神
官
僧
侶
お
よ
び
「
締
盟
諸
国
ニ
於
テ
公
認
シ
タ

ル
宗
教
ノ
教
師
」
の
養
成
学
校
も
同
様
の
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
宗
教
者
養
成
を
行
わ
な
い
学
校
に

つ
い
て
は
「
條
規
」
の
対
象
と
な
る
私
立
学
校
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
従
来
の
文
部
省
に
は
な
か
っ
た
宗
教
系
諸
学
校
へ
の
積
極

的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。「
締
盟
諸
国
ニ
於
テ
公
認
シ
タ
ル
宗
教
」

と
は
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
で
あ
り
、
神
道
・
仏
教
・
キ
リ

ス
ト
教
を
含
め
た
「
各
種
学
校
」
に
対
し
て
、
宗
教
者
養
成
学
校
は

私
立
学
校
と
し
て
認
め
な
い
が
、
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば
（
た
と
え
ば
、

宗
教
を
学
科
の
一
つ
と
し
て
教
え
る
学
校
は
）
私
立
学
校
と
し
て
認

め
る
と
い
う
姿
勢
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
化
は
非

常
に
大
き
い
、
従
来
に
は
な
か
っ
た
変
化
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
法
案
は
成
立
に
は
至
ら
ず
、
西
園
寺
公
望
文
相
の
も
と

で
更
に
具
体
化
し
た
通
則
法
案
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
し
、

西
園
寺
文
政
下
に
お
い
て
は
井
上
時
代
と
異
な
る
切
迫
し
た
問
題
が

浮
上
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
内
地
雑
居
問
題
で
あ
る
。
井
上
が
文
相

を
退
任
す
る
直
前
に
日
英
通
商
航
海
条
約
が
調
印
（
明
治
二
七
年
七

月
）
さ
れ
、
五
年
後
に
正
式
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
条
約

内
に
は
居
留
地
撤
廃
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
外
国
人
内
地
雑
居
お
よ
び
外
国
人
に
よ
る
学
校
設
立
が
、

内
務
省
・
文
部
省
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
文
部
省
と
し
て
は
、
外
国
人
に
よ
る
学
校
設
立
、
特

に
キ
リ
ス
ト
教
系
の
諸
学
校
開
設
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
井
上
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
「
各
種
学
校
」
の
法
的
位
置
づ
け
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と
い
う
課
題
も
含
め
て
、
解
決
案
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
端
緒
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
「
勅
令
第　

号
案　

学
校

令
」（
以
下
、「
学
校
令
」
と
略
記
）
で
あ
る
。
こ
の
法
案
の
中
で
は
、

「
宗
教
学
校
」
を
「
僧
侶
教
師
ヲ
養
成
ス
ル
為
ニ
設
置
ス
ル
モ
ノ
若

ク
ハ
宗
教
上
ノ
教
義
ヲ
学
科
ノ
一
部
ニ
加
フ
ル
者
」（
第
五
条
）
と

定
義
し
て
い
る
。
宗
教
者
養
成
学
校
さ
え
も
含
め
た
「
宗
教
学
校
」

が
私
立
学
校
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
井
上
時
代
と
大
き
く

異
な
る
。
こ
れ
に
修
正
を
加
え
ら
れ
た
の
が
「
勅
令
第　

号
案　

諸

学
校
令
通
則
」
で
あ
る
。「
宗
教
学
校
」
に
つ
い
て
は
「
宗
教
上
ノ

教
義
ヲ
教
ヘ
又
ハ
具
儀
式
ヲ
行
フ
モ
ノ
」
と
再
定
義
さ
れ
、「
其
名

称
ニ
ハ
所
属
ノ
宗
教
若
ク
ハ
宗
派
ノ
名
称
ヲ
冠
ス
ベ
シ
」
と
の
制
約

を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
「
但
専
ラ
僧
侶
又
ハ
教
師
ヲ
養
成
ス
ル
為

ニ
設
置
ス
ル
モ
ノ
ハ
本
則
ヲ
適
用
セ
ズ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
学
校

令
」
の
と
き
に
「
宗
教
学
校
」
に
内
包
さ
せ
て
い
た
宗
教
者
養
成
学

校
を
、
今
回
は
適
用
外
と
さ
て
い
た
（
第
六
条
）。

四　

お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
宗
門
系
学
校
を
含
め
た
宗
教
系
諸
学
校
に
対

す
る
文
部
省
側
の
変
化
を
明
治
二
十
年
代
に
着
眼
し
て
取
り
上
げ
て

き
た
。
明
治
二
十
三
年
に
作
案
さ
れ
た
「
専
門
学
校
令
案
」
に
お
い

て
は
、「
宗
教
専
門
学
校
」
と
い
う
名
の
僧
侶
養
成
学
校
が
想
定
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
一
般
の
学
校
と
は
異
な
り
内
務
省
管
轄

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
文
部
省
は
変
わ
ら
ず
宗
教

に
対
し
て
は
消
極
的
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
た
。
し
か
し
、
明

治
二
十
年
代
後
半
に
な
る
と
文
部
省
の
姿
勢
が
変
化
し
て
い
く
。
井

上
毅
お
よ
び
西
園
寺
公
望
ら
が
文
相
に
就
任
し
て
い
た
時
期
に
、
宗

教
系
学
校
を
正
規
の
学
校
体
系
の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
く

つ
か
の
法
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
井
上
文
政
期
に
お
い

て
用
い
ら
れ
た
「
宗
教
専
門
ノ
学
校
」「
宗
教
学
校
」
と
い
う
概
念

（
＝
神
道
系
、
仏
教
系
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
諸
学
校
を
包
括
す
る
概

念
）
が
、
法
令
案
の
中
に
登
場
し
て
い
く
。
こ
れ
は
特
定
宗
教
（
仏

教
）
を
優
遇
し
て
い
た
「
専
門
学
校
令
案
」
と
は
異
な
り
、
個
々
の

諸
宗
教
を
宗
教
と
い
う
包
括
概
念
で
一
括
り
に
し
て
対
象
化
し
て
い

く
と
い
う
姿
勢
の
表
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
明
治

二
十
年
代
の
全
法
案
は
、
成
立
す
る
こ
と
無
く
明
治
三
十
年
代
へ
と

持
ち
越
さ
れ
て
い
く
。
宗
門
系
大
学
の
前
組
織
で
あ
る
宗
門
系
専
門

学
校
が
誕
生
す
る
の
が
そ
の
頃
か
ら
で
あ
る
が
紙
幅
の
制
限
が
あ
る

た
め
、
詳
細
に
つ
い
て
は
筆
者
の
別
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い（
４
）。
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１　

原
田
克
己
「
大
正
新
大
学
令
と
宗
門
大
学
」（『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』

第
八
号
、
二
〇
〇
〇
）、
同
「
大
正
新
大
学
令
を
め
ぐ
る
仏
教
教
団
と
文
部

省
」（『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
九
）。

２　

谷
脇
由
紀
子
「
真
宗
大
谷
大
学
に
見
る
宗
派
的
価
値
と
西
洋
的
大
学
観
を

め
ぐ
る
相
克
―
宗
教
系
私
学
に
お
け
る
大
学
・
学
問
観
の
変
遷
の
一
様
相
と

し
て
―
」（『
大
学
史
研
究
』
第
一
二
号
、
一
九
九
六
）、
同
「
大
学
観
」
を

め
ぐ
る
宗
門
と
大
学
と
の
争
い
―
一
九
一
二
年
真
宗
大
谷
大
学
ス
ト
ラ
イ
キ

事
件
を
事
例
と
し
て
―
」（『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九

六
）、
同
「
仏
教
系
私
学
に
お
け
る
僧
侶
養
成
と
学
問
研
究
と
の
相
克
―
大

谷
大
学
の
昇
格
を
事
例
と
し
て
―
」（『
日
本
の
教
育
史
学
』
第
三
八
号
、
一

九
九
五
）
を
参
照
。

３　

林
淳
「
近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
学
と
宗
教
学
」（『
宗
教
研
究
』
第
三
三

三
号
、
二
〇
〇
二
）、
同
「
宗
教
系
大
学
と
宗
教
学
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』

第
七
二
号
、
二
〇
〇
八
）、
同
「
学
問
史
か
ら
見
た
仏
教
史
学
会
」（『
佛
教

史
学
研
究
』
第
五
三
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
）、
同
「
普
通
教
育
と
日
本
仏

教
の
近
代
化
」（
末
木
文
美
士
編
『
近
代
と
仏
教
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
）
な
ど
を
参
照
。

４　

明
治
三
十
年
代
を
含
め
た
本
稿
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
な
ぜ
大
学
で
宗
教
が
学
べ
る
の
か
―
明
治
期
の
教
育
政
策
と
宗
教
系
専
門

学
校
誕
生
の
過
程
か
ら
―
」（『
宗
教
研
究
』
第
八
八
巻
第
三
号
、
二
〇
一

四
）
を
参
照
。
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享
保
年
代
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠　

藤　

聡　

明

　

一　

弘
前
城
下
、
新
旧
寺
町
の
寺
院
配
置

　

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
。

以（
１
）前
に
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
三
七
）
に
つ
い
て
扱
っ
た
際
は
、

こ
の
年
代
が
二
十
年
と
や
や
長
い
う
え
、
本
来
企
図
し
た
金
光
上
人

の
顕
彰
に
連
な
る
記
事
や
今
別
本
覚
寺
の
金
銅
塔
婆
、
貞
昌
寺
の
大

仏
や
経
蔵
と
い
っ
た
こ
の
時
期
独
特
の
事
項
が
多
く
、
突
出
し
た
も

の
の
概
観
に
と
ど
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
享
保
期
の
「
弘
（
２
）前
藩
庁
日

記
」（
以
下
『
國
日
記
』）
に
記
さ
れ
た
他
の
出
来
事
を
、
い
く
つ
か

紹
介
す
る
。
特
記
な
き
限
り
、
以
下
の
引
用
資
料
は
『
國
日
記
』
で

あ
る
。

　

か
つ
て
貞
享
以
前
に
お
け
る
領
内
浄
土
宗
寺
院
の
動
向
を
扱
っ
た

際
に
、
明
確
に
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
偶
然
知
り
得
た
の
で
記
し
て

お
く
。
そ
れ
は
弘
前
城
下
寺
町
の
寺
院
配
置
で
あ
る
。
慶
安
二
年

（
一
六
四
九
）
ご
ろ
の
『
弘
（
３
）前

古
御
絵
図
』
は
弘
前
最
古
の
地
図
と

さ
れ
て
い
た
が
、
寺
町
の
寺
院
が
位
置
し
た
と
覚
し
き
箇
所
が
空
欄

で
あ
る
。
算
盤
屋
九
兵
衛
を
火
元
と
す
る
こ
の
火
事
で
寺
院
街
は
南

西
方
、
南
溜
池
を
越
え
た
「
新
」
寺
町
に
移
転
し
た
と
さ
れ
る
が
、

前
掲
図
は
火
災
直
後
の
状
況
を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
焼
失
以
前

の
寺
院
の
位
置
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
刊
本
に
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
四
八
）
の
も
の
と
い

う
『
津
（
４
）軽
國
弘
前
城
之
繪
圖
』
が
あ
り
、
寺
町
の
寺
院
配
置
が
判
明

し
た
。
昔
の
寺
町
の
意
味
で
現
在
は
元
寺
町
と
称
さ
れ
る
通
り
の
北

か
ら
、
町
屋
、
門
徒
寺
、
天
台
寺
、
法
華
寺
、
法
華
寺
、
浄
土
寺
、

門
徒
寺
、
門
徒
寺
、
門
徒
寺
、
の
順
。
裏
手
（
東
側
）
の
侍
屋
敷
と

は
、
の
ち
の
百
石
町
で
あ
る
。
現
在
道
路
で
あ
る
元
寺
町
小
路
、
鞘

師
町
坂
（
中
央
通
り
）、
鉄
砲
町
坂
、
一
番
町
坂
の
い
ず
れ
も
な
く
、
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南
端
の
門
徒
寺
は
親
方
町
坂
に
南
を
接
し
て
い
る
。
北
は
現
在
の
翠

明
荘
か
ら
南
は
青
森
銀
行
弘
前
支
店
に
至
る
そ
の
向
い
側
の
約
四
百

メ
ー
ト
ル
が
、
寺
町
寺
院
街
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

元
寺
町
を
南
進
し
、
修
験
別
行
派
大
圓
寺
（
現
最
勝
院
）
前
の
寺

沢
川
を
西
に
越
え
た
地
に
新
寺
町
が
開
発
さ
れ
た
。
寺
町
で
は
北
端

で
あ
っ
た
門
徒
と
天
台
が
入
れ
替
え
ら
れ
、
東
か
ら
天
台
宗
僧
禄
報

恩
寺
、
真
宗
円
明
寺
、
日
蓮
宗
法
立
寺
、
日
蓮
宗
僧
禄
本
行
寺
、
浄

土
宗
僧
禄
貞
昌
寺
、
真
宗
僧
禄
真
教
寺
、
真
宗
専
徳
寺
、
真
宗
法
源

寺
が
約
七
百
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が

元
寺
町
か
ら
の
移
転
寺
院
で
あ
る
。
各
寺
に
は
在
方
か
ら
引
き
寄
せ

た
寺
院
が
門
内
塔
頭
と
し
て
配
置
さ
れ
、
前
掲
各
寺
の
寺
庵
と
称
さ

れ
た
。
本
稿
で
扱
う
享
保
年
代
は
、
新
寺
町
寺
院
街
の
成
立
か
ら
六

五
年
以
降
と
な
る
。

　

二　

今
別
本
覚
寺
金
銅
塔
婆
供
養
日
談

　

享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
六
月
二
三
日
、
今
別
（
東
津
軽
郡
今

別
町
）
本
覚
寺
の
貞
傳
の
発
願
に
よ
る
金
銅
塔
婆
が
完
成
、
そ
の
開

眼
供
養
会
は
一
か
月
に
及
ん
だ
。
前
年
七
月
二
〇
日
の
『
國
日
記
』

に

一（
５
）貞
昌
寺
申
立
候
者
、
今
別
本
覚
寺
為
念
佛
勧
化
、
銅
五
尺
餘

之
名
号
塔
婆
当
月
廿
三
日
よ
里
鋳
初
申
候
間
（
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
事
前
に
募
っ
た
寄
附
で
青
銅
が
調
達
で
き
、
法
会

の
開
筵
に
漕
ぎ
着
け
た
。
民
間
の
記
録
『
永
禄
日
記
』『
平
山
日
記
』

は
、
津
軽
領
内
は
も
と
よ
り
近
隣
の
秋
田
、
南
部
、
松
前
か
ら
の
参

詣
が
あ
っ
た
と
賑
わ
い
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
傳
は
、
梵
鐘
の

鋳
造
を
企
図
す
る
。
一
四
年
五
月
一
五
日
、

今（
６
）別

本
覚
寺
申
立
候
者
、
拙
寺
洪
鐘
従
開
山
以
来
数
度
鋳
立
候

得
共
成
就
不
仕
、
数
年
之
願
望
ニ
而
此
度
弐
尺
三
寸
之
釣
鐘
企

建
立
ニ

候
處
、
近
年
之
困
窮
故
檀
力
ニ

而
難
叶
難
儀
仕
候
、
依

之
御
郡
中
古
鉄
一
銭
半
銭
之
受
志
鋳
立
申
度
奉
存
候
（
下
略
）

こ
の
申
し
出
は
、「
自
分
ニ
申
合
候
儀
者
格
別
申
付
候
儀
者
不
相
叶
」

の
裁
定
を
受
け
る
。
却
下
は
寄
附
に
つ
い
て
で
、
鋳
造
で
は
な
い
。

僧
禄
貞
昌
寺
良
穏
卓
弁
が
間
に
入
る
形
で
七
月
廿
一
日
、

貞（
７
）昌
寺
申
立
候
者
、
拙
僧
支
配
今
別
本
覚
寺
此
度
釣
鐘
再
建
仕

候
錫
金
入
用
御
座
候
、
売
買
無
御
座
候
而
迷
惑
仕
候
間
、
目
形

四
貫
目
御
拂
被
仰
付
度
奉
願
旨
申
出
候
付
詮
議
之
上
達
宇
左
衛

門
エ
、
申
立
之
通
申
付
旨
寺
社
奉
行
エ
申
遣
之
（
下
略
）

と
洪
鐘
鋳
造
の
許
可
を
取
り
付
け
る
。

　

貞
傳
の
本
意
は
さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

『
永
禄
日
記
』
享
保
一
四
年
の
記
事
が
簡
明
で
あ
る
。
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八（
８
）月
廿
二
日
よ
り
三
日
迄
今
別
本
覚
寺
ニ
而
、
万
体
佛
鋳
候
。

供
養
有
之
（
下
略
）

余
剰
の
青
銅
を
約
一
寸
二
分
の
阿
弥
陀
仏
に
鋳
直
し
て
諸
人
に
配
布

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
年
の
誓
願
寺
か
ら
の
申
し
立
て
に
、

（（
９
）

上
略
）
右
貞
傳
師
跡
万
躰
之
弥
陀
鋳
佛
自
作
仕
、
當
寺
之
致

寄
附
置
候
、
右
鋳
佛
望
之
者
エ
致
附
属
、
少
々
施
物
等
有
之
候

（
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
仮
殿
で
あ
っ
た
誓
願
寺
の
復
興
も
企
図
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
復
興
は
、
師
の
良
心
安
貞
が
手
が

け
て
つ
い
に
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
万
体
仏
は
同
年
四
月
、

青
）
10
（

森
正
覚
寺
の
別
時
念
仏
に
お
い
て
も
配
布
さ
れ
て
い
る
が
、「
一）

11
（

躰
布
施
弐
文
目
宛
ニ
て
望
之
者
エ

遣
す
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、『
津

軽
編
覧
日
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

今
別
で
の
法
会
か
ら
ほ
ど
な
く
、
貞
昌
寺
良
穏
貞
弁
よ
り
、「
本）

12
（

覚
寺
病
気
ニ
付
存
生
之
内
罷
越
對
面
仕
度
」
と
い
う
十
五
日
の
暇
乞

が
出
さ
れ
る
。
し
か
し
翌
一
五
年
、
今
生
の
別
れ
を
思
っ
た
貞
弁
が

先
に
死
亡
し
て
い
る
。
貞
傳
の
死
は
そ
の
翌
年
で
、
四
一
歳
と
い
う
。

　
『
永
禄
日
記
』
に
、

四
）
13
（

月
十
日
今
別
町
本
覚
寺
貞
伝
和
尚
御
遷
化
被
成
候
。
此
御
出

家
難
有
和
尚
様
ニ
御
座
候
而
、
上
方
ニ
而
書
物
ニ
相
成
、
御
一

代
之
事
悉
く
書
立
日
本
中
廻
り
申
候
由
。

と
あ
る
。
こ
の
書
物
が
『
貞
傳
上
人
東
域
念
佛
利
益
傳
集
』
上
下
二

巻
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
京
都
の
沢
田
吉
左
衛
門
発
行
で
あ
る
。

　

三　

鰺
ヶ
沢
法
王
寺
後
住
選
任
問
題

　

元
禄
年
間
の
こ
の
件
を
先
年
取
り
上
げ
た
が
、
結
局
は
本
山
と
地

元
の
主
張
に
あ
る
温
度
差
の
問
題
で
解
決
は
容
易
で
は
な
く
、
こ
の

時
期
に
も
問
題
が
再
燃
す
る
。
一
三
年
五
月
一
二
日
、

一
）
14
（

貞
昌
寺
書
付
ニ
而
申
立
候
者
、
鰺
ヶ
沢
法
王
寺
住
持
以
前
者

今
別
本
覚
寺
同
前
ニ

願
書
付
差
上
不
申
、
當
寺
ニ

而
住
持
申
付

候
上
御
断
ニ
而
相
濟
申
候
処
、
本
寺
岩
城
專
稱
寺
よ
り
後
住
目

論
差
下
可
申
之
旨
申
來
候
付
、
此
段
不
被
仰
付
、
祖
観
と
申
僧

於
御
国
住
持
被
仰
付
候
、
此
節
よ
り
後
住
之
度
々
書
付
差
上
來

候
、
御
国
之
儀
餘
国
と
違
御
国
法
格
別
之
段
本
寺
專
稱
寺
ニ
而

近
年
委
存
罷
有
候
故
、
直
末
ニ
住
持
目
論
之
沙
汰
惣
而
不
申
來

候
、
右
法
王
寺
儀
在
寺
と
申
、
別
ニ

御
由
緒
も
無
御
座
候
事
ニ

候
間
、
前
々
之
通
直
末
之
在
寺
本
覚
寺
同
前
ニ
當
寺
に
て
住
持

目
論
申
付
候
様
、
被
仰
付
ヒ
下
置
度
旨
、（
下
略
）

　

元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
貞
昌
寺
か
ら
の
口
上
書
に
は
開
創

以
来
の
住
持
の
状
況
が
記
さ
れ
、
開
山
良
心
聞
益
が
「
住）

15
（

職
之
内
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拾
ケ
年
程
過
專
稱
寺
エ
罷
登
直
末
ニ
成
罷
下
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け

の
機
縁
で
本
山
が
、
別
段
由
緒
も
な
い
在
方
寺
院
の
人
事
に
介
入
す

る
の
で
困
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
津
軽
側
の
主
張
で
あ
る
。
津
軽
の

寺
社
奉
行
も
こ
れ
に
同
意
、
以
下
の
文
が
続
い
て
い
る
。

（
）
16
（上

略
）
先
年
專
稱
寺
ニ

而
不
案
内
之
致
方
故
、
法
王
寺
之
後

住
目
論
差
下
可
申
之
由
寺
社
奉
行
迄
其
頃
申
來
及
御
沙
汰
、
專

稱
寺
よ
り
目
論
之
儀
難
成
筋
ニ
相
究
於
御
国
後
住
被
仰
付
候
、

（
下
略
）

在
方
の
專
稱
寺
直
末
で
あ
る
こ
と
は
本
覚
寺
と
同
じ
条
件
な
の
で
、

今
後
は
寺
社
奉
行
が
人
事
を
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。

　

享
保
年
間
の
記
事
に
こ
れ
以
後
專
稱
寺
か
ら
の
反
論
は
み
ら
れ
な

い
。
納
得
し
た
と
言
う
よ
り
、
平
行
線
を
た
ど
る
議
論
に
見
切
り
を

つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
り
複
雑
な
形
で
後
年
、
類
似
の
問
題
が

発
生
し
て
い
る
。

　

四　
「
寺
庵
」
の
諸
動
向

　

庵
と
は
僧
尼
や
世
捨
て
人
の
住
む
小
さ
な
仮
屋
を
い
い
、「
草
庵
」

と
い
う
語
が
表
す
よ
う
に
大
半
は
粗
末
で
、
ま
た
寺
格
を
有
し
な
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
多
く
は
在
方
に
存
在
し
て
「
何
某
村
庵
」

と
称
さ
れ
た
が
、
独
自
の
名
称
を
名
乗
る
法
王
寺
末
庵
の
例
も
あ
っ

た
。

　

こ
こ
で
寺
庵
と
い
う
の
は
貞
昌
寺
や
誓
願
寺
な
ど
大
寺
の
敷
地
の

一
角
に
、
在
方
か
ら
引
き
寄
せ
ら
れ
た
寺
格
を
有
す
る
寺
院
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
本
寺
の
宗
教
活
動
を
補
佐
し
、
時
に
は
た
だ
ち
に
代
行

で
き
る
よ
う
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
奥
に
位
置
す
る
本
寺
の
一

部
と
い
う
機
能
は
勿
論
、
一
か
寺
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
た
。

　

五
年
（
一
七
二
〇
）
二
月
八
日
、

一
）
17
（

誓
願
寺
蕃
庵
室
西
之
方
軒
際
之
痛
杉
壱
本
危
候
付
伐
取
度
旨

一
貞
昌
寺
寺
庵
円
城
寺
修
覆
付
、
墓
所
之
杉
弐
本
伐
取
度
旨
、

右
両
様
監
物
エ
達
之
、
申
立
之
通
申
付
候
旨
申
遣
之
（
下
略
）

い
く
ぶ
ん
変
わ
っ
た
書
き
出
し
で
あ
る
が
、
前
者
は
専
求
院
で
あ
ろ

う
。
後
者
の
円
城
寺
は
明
治
維
新
ま
で
、
貞
昌
寺
門
内
の
天
徳
寺
と

徳
蔵
寺
の
間
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
二
例
は
、
本
寺
に
よ
る
一
方

的
な
処
置
で
も
な
い
と
み
ら
れ
る
。
同
年
三
月
四
日
、
貞
昌
寺
内
天

徳
寺
の
例
。

一
）
18
（

貞
昌
寺
申
立
候
者
、
拙
僧
寺
庵
天
徳
寺
去
秋
迄
ニ
惣
而
修
覆

并
佛
間
座
敷
庄マ
マ
厳
等
迄
成
就
仕
候
、
依
之
為
供
養
當
月
六
日

ゟ
四
十
八
夜
興
行
仕
候
、
始
終
共
群
集
茂
可
仕
儀
（
下
略
）

　

ま
た
六
年
四
月
七
日
、
前
出
専
求
院
が
別
時
念
仏
会
を
申
し
出
る
。

一
）
19
（

貞
昌
寺
申
立
候
者
、
拙
僧
支
配
誓
願
寺
寺
庵
専
求
院
師
匠
一
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回
忌
ニ
付
為
追
善
、
當
十
二
日
よ
里
七
日
別
時
仕
度
旨
、
申

立
之
通
申
付
之

こ
れ
ら
は
、
門
内
塔
頭
寺
院
に
は
珍
し
い
積
極
的
な
活
動
例
で
あ
る
。

さ
ら
に
珍
し
い
の
は
一
二
年
七
月
一
〇
日
の
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

一
）
20
（

貞
昌
寺
申
立
候
者
、
西
福
寺
隠
居
病
死
仕
候
、
右
隠
居
願
候

者
西
福
寺
本
堂
焼
失
之
跡
に
て
火
葬
罷
成
度
由
遺
言
仕
候
、

右
之
所
ハ
火
之
用
心
茂
如
何
奉
存
候
間
拙
僧
境
内
（
下
略
）

こ
れ
ら
塔
頭
寺
院
の
住
職
は
、
そ
の
寺
庵
内
も
含
め
て
領
内
各
地
に

転
住
す
る
人
材
で
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
隠
居
し
た
例
に
心
当
た
り
が

な
い
。
ま
た
こ
の
事
例
は
同
年
八
月
、
新
寺
町
の
各
宗
本
寺
の
火
葬

場
の
状
況
を
確
認
す
る
発
端
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

典
型
的
な
事
例
と
し
て
一
六
年
五
月
一
五
日
の
記
事
の
、
冒
頭
部

分
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
）
21
（

貞
昌
寺
寺
庵
圓
城
寺
西
福
寺
西
光
寺
天
徳
寺
徳
蔵
寺
申
立
候

者
、
富
田
町
之
末
大
仏
引
取
被
仰
付
候
ニ
付
、（
下
略
）

本
寺
僧
禄
貞
昌
寺
の
無
住
時
点
で
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
ヵ
月
後

に
は
「
貞）

22
（

昌
寺
寺
庵
五
ケ
寺
申
立
候
」
と
い
う
書
き
出
し
の
も
の
が

あ
る
。
僧
禄
寺
院
の
住
職
が
欠
け
た
場
合
に
寺
庵
内
か
ら
看
守
と
い

う
臨
時
代
行
を
立
て
る
通
例
で
あ
っ
た
が
、
未
定
の
場
合
に
は
こ
う

し
た
連
名
で
の
対
処
が
認
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

五　

黒
石
来
迎
寺
梵
鐘
の
銘
文

　

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）、
津
軽
四
代
藩
主
信
政
が
襲
封
す
る
。

幼
少
で
あ
っ
た
め
後
見
と
な
っ
た
叔
父
の
信
英
は
、
現
在
の
黒
石
市

中
部
域
と
東
津
軽
郡
平
内
町
に
五
千
石
の
分
知
を
受
け
た
。
津
軽
領

内
に
二
つ
の
政
体
が
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、『
國
日
記
』
で
は
黒

石
領
に
関
す
る
記
事
は
少
な
く
、
特
に
宗
教
関
係
の
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
こ
こ
で
は
、
文
献
に
よ
ら
な
い
史
実
の
解
明
を
試
み
る
。

　

黒
石
の
来
迎
寺
は
專
稱
寺
で
修
学
し
た
感
蓮
社
良
応
雪
傳
が
、
正

保
元
年
（
一
六
四
六
）
に
、
施
主
山
屋
氏
の
助
力
で
開
山
し
た
と
い

う
。
同
寺
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
鋳
造
の
梵
鐘
の
銘
文
が
『
新）

23
（

撰

陸
奥
國
誌
』
等
に
掲
載
あ
る
こ
と
は
知
り
つ
つ
も
、
白
文
に
対
峙
す

る
意
欲
が
な
か
っ
た
。
先
年
、
訓
点
を
付
し
得
た
の
で
紹
介
す
る
。

実
物
は
二
句
で
一
行
で
あ
っ
た
。

兌
ケ
リ
武
陽
百
八
十
里　

奥
州
津
輕
ノ
郡　

黒
石
領
ノ
郷
市　

有
リ下

山
號
ハ
紫
雲

寺
ヲ
於
名
二ツ
ク
來
迎
ト一　

梵
刹
上
創
テ
既
久
シ　

爰
ニ
信
心
ノ
播
主　

商

業
ノ
有
リ二
檀
越
一

姓
ハ
於
呼
ビ二
工
藤
ト一　

名
ハ
称
ス二
喜
衞
門
ト一　

父
母
ノ
霊
廟
ハ
崩
レ　

無
二キ
ヲ
鐘
樓
ノ一
悲
哭
ス
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志
願
ハ

雖
モ二

念
慮
ト一　

家
珍
ハ

不
レ

克
レセ
ス

胸
ニ　

五
旬
餘
ニ
テ

臨
終
ス　

對
シ二
妻
子
ニ一
遺
誡
ス

弔
ヒ二

尋
常
ヲ一

鐘
樓
ノ　

建
立
ヲ

不
レ

果
サ
ス

死
ス　

滅
後
ニ

可
シ二

寄
進
ス一　

故
ニ
孝
子
ハ
亡
父
ノ

多
年
ノ
因
ミ二
大
望
ニ一　

奉
リレ
建
立
シ二
鐘
樓
ヲ一　

遺
言
ヲ
誠
ニ
成
就
シ　

勝
二ヘ
ン
孤
獨
ノ
善
施
ニ一

弥
陀
ノ

願
力
ノ

功　

不
レラ
ス

虚
シレ

出
テ二

苦
城
ラ一　

到
テ二

清
涼
ノ

池
臺
ニ一　

鐘
ノ
聲
ハ
唯
タ
新
ニ
響
キ

遠
ク
遥
ニ
聞
ユ二
村
里
ニ一　

聽
ケ
ル
者
ハ
則
チ
覺
レサ
ム
夢
ヲ　

諸
行
無
常　

是

生
滅
法　

生
滅
滅
已　

寂
滅
爲
樂

奉
寄
進
鐘
樓
堂

爲　

運
譽
亮
載
信
士
菩
提
也

兼　

寺　

社　

千
葉
忠
右
衛
門　

吉
村
治
五
衛
門

信
心
施
主　

工
藤
喜
右
衛
門

冶　

工　
弘
前
住
吉
田
長
五
郎
道
形

旹　

享
保
六
辛
　　

丑
年　

五
月
二
十
日

奥
州
津
輕
黒
石
領
紫
雲
山
來
迎
寺

淨
土
宗
鎮
西
流
名
越
派
餘
裔

第
七
世
住　

心
蓮
社
良
欣
厭
觀　

記
焉

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
鐘
楼
堂
（
現
存
の
鐘
楼
門
）
と
梵
鐘
が
、
五
十

代
で
世
を
去
っ
た
黒
石
の
商
人
工
藤
喜
右
衛
門
の
遺
志
を
継
い
だ
そ

の
息
子
か
ら
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
鐘
は
い
ず
こ
も
同
じ
で
、
戦
時
中
の
金
属
回
収
令
で
供
出
さ

れ
た
。
享
保
期
の
梵
鐘
鋳
造
記
事
は
、
他
宗
寺
院
に
二
例
み
ら
れ
る
。

　

六　

お
わ
り
に

　

以
上
、
享
保
年
代
の
『
國
日
記
』
を
再
読
し
、
同
時
期
の
津
軽
領

内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢
を
概
観
し
た
。
こ
の
期
間
も
一
記
事
あ
た
り

の
記
載
分
量
は
多
く
、
長
文
に
及
ぶ
も
の
が
多
数
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
期
に
特
に
多
か
っ
た
の
は
杉
の
伐
採
と
建
物
の
修
復
願
い
で
あ
っ

た
。
僧
侶
の
自
死
に
関
す
る
記
事
が
五
件
あ
り
、
う
ち
三
件
が
浄
土

宗
で
あ
る
。

　

ま
ず
杉
の
伐
採
に
つ
い
て
。
慶
安
の
移
動
前
の
新
寺
町
が
ど
う
い

う
土
地
柄
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
荒
地
か
雑

木
林
を
宅
地
造
成
し
て
寺
を
移
転
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の

移
転
に
際
し
て
杉
苗
を
植
え
た
と
す
れ
ば
享
保
元
年
で
六
五
年
、
十

分
に
成
長
し
た
で
あ
ろ
う
。
先
行
し
て
成
立
し
た
禅
宗
寺
院
街
の
茂

森
も
同
様
の
事
情
で
、
多
く
は
杉
が
立
ち
枯
れ
て
、
あ
る
い
は
倒
れ

か
か
っ
て
危
険
と
い
う
差
し
迫
っ
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

建
物
の
修
復
願
い
は
春
先
に
多
か
っ
た
。
冬
場
の
積
雪
に
よ
る
建
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物
の
痛
み
は
、
建
材
や
技
術
が
進
歩
し
た
現
在
な
お
雪
国
で
は
切
実

な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
建
造
物
の
破
損
は
深
刻
で
あ
っ
た
。

　

自
殺
が
未
遂
と
な
り
今
別
本
覚
寺
預
か
り
と
さ
れ
た
僧
に
つ
い
て

は
、
軽
微
な
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先
年
取
り
沙
汰
し
た
青
森
正

覚
寺
隠
居
の
良
超
智
察
、
ま
た
江
戸
本
所
霊
山
寺
山
内
か
ら
呼
び
寄

せ
て
僧
禄
貞
昌
寺
に
据
え
ら
れ
、
隠
居
の
翌
朝
事
件
を
起
こ
し
た
良

水
意
圓
、
両
者
の
自
死
に
つ
い
て
は
関
係
者
に
対
す
る
入
念
な
取
り

調
べ
の
状
況
が
、
長
文
と
な
っ
た
関
係
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
じ
め
に
触
れ
た
今
別
本
覚
寺
は
、
本
堂
の
造
営
に
あ
た

り
木
材
の
切
り
出
し
を
め
ぐ
っ
て
藩
政
当
局
と
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
っ
た

が
、
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
享
保
年
代
の
特
に
前
半
、
今
別
の
山

の
杣
取
が
た
い
へ
ん
活
発
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
本
覚
寺
の
作
事
と

関
連
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
專
稱
寺
直
末
で
あ
る
の

は
、
貞
傳
が
本
山
で
修
行
し
た
機
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
在
方
本
山
直
末
の
法
王
寺
は
、
後
住
の
選
任
方
法
が

問
題
視
さ
れ
た
。
こ
れ
は
常
時
厳
し
い
の
で
は
な
く
、
時
の
本
山
役

者
が
末
寺
の
監
督
に
意
欲
的
か
否
か
で
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
期
間
に
は
遊
行
上
人
の
廻
国
が
秋
田
止
ま
り
で
津
軽
に
及
ん

で
い
な
い
。
南
部
領
と
共
通
の
事
項
と
し
て
は
、
興
福
寺
の
勧
進
と

幕
府
の
薬
草
採
り
の
動
き
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
め
に
南
部
藩
『
雑

書
』
の
援
用
が
で
き
ず
、
資
料
的
に
単
調
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な

い
。

　

日
記
方
か
ら
の
申
し
立
て
が
、
請
暇
願
か
ら
日
記
の
記
録
に
至
る

ま
で
数
件
み
ら
れ
、
知
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
本
稿
に
『
國
日
記
』

等
の
性
格
を
論
ず
る
意
図
は
な
い
の
で
、
簡
略
に
記
し
て
お
く
。
ま

ず
『
江
戸
日
記
』
は
、
江
戸
か
ら
の
飛
脚
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
当

該
の
書
類
を
日
記
方
が
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
こ
の

ほ
か
に
『
國
日
記
』
の
清
書
を
行
な
っ
て
い
た
以
上
、
作
業
ラ
イ
ン

が
一
本
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
れ
に
み
ら
れ
る
誤
記
は
、

こ
の
現
場
の
混
乱
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

１　
『
佛
教
論
叢
』
四
五
号
拙
稿
参
照
。

２　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

３　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

４　
『
日
本
城
下
町
繪
圖
集
』
東
日
本
篇
。
日
本
礼
文
社
、
一
九
八
〇
。

５　
『
國
日
記
』
享
保
十
一
年
七
月
二
十
日
条
。

６　
『
國
日
記
』
享
保
十
四
年
五
月
十
五
日
条
。

７　
『
國
日
記
』
享
保
十
四
年
七
月
二
十
一
日
条
。

８　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
刊
み
ち
の
く
叢
書
一
『
永
禄
日
記
』、
一
五
九

頁
。

９　
『
國
日
記
』
享
保
十
九
年
二
月
二
十
七
日
条
。

10　
『
國
日
記
』
享
保
十
九
年
四
月
三
日
条
。

11　
『
津
軽
編
覧
日
記
』[

対
訳]

第
二
冊
。
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
作
成
、
二

〇
一
一
。
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12　
『
國
日
記
』
享
保
十
四
年
十
月
四
日
条
。

13　

前
掲
『
永
禄
日
記
』
一
六
二
頁
。

14　
『
國
日
記
』
享
保
十
三
年
五
月
十
二
日
条
。

15　
『
國
日
記
』
元
禄
十
三
年
三
月
十
七
日
条
。

16　
『
國
日
記
』
享
保
十
三
年
五
月
十
二
日
条
。

17　
『
國
日
記
』
享
保
五
年
二
月
八
日
条
。

18　
『
國
日
記
』
享
保
五
年
三
月
四
日
条
。

19　
『
國
日
記
』
享
保
六
年
四
月
七
日
条
。

20　
『
國
日
記
』
享
保
十
二
年
七
月
十
日
条
。

21　
『
國
日
記
』
享
保
十
六
年
五
月
十
五
日
条
。

22　
『
國
日
記
』
享
保
十
六
年
六
月
二
十
日
条
。

23　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
刊
み
ち
の
く
叢
書
一
六
『
新
撰
陸
奥
国
誌
』
第

二
集
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杏
雨
書
屋
所
蔵
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』
に
つ
い
て

大　

屋　

正　

順

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
『
敦
煌
秘
笈
』
第
一
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
釋
浄
土

群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
に
つ
い
て
報
告
す
る（
１
）。『

釈
浄
土
群
疑

論
』
に
つ
い
て
は
金
子
寛
哉
氏
と
村
上
真
瑞
氏
の
研
究
が
あ
る
が（
２
）、

両
氏
の
出
版
段
階
で
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

一
、
羽
〇
二
一
の
基
本
情
報

　
『
敦
煌
秘
笈
』
目
録
冊
な
ら
び
に
影
片
冊
一
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

写
本
の
基
本
情
報
は
以
下
の
通
り
で
あ
る（
３
）。

①
番
号
：
二
一　

題
名
：
釋
浄
土
群
疑
論
第
七

②
原
番
号
：
二
一　

原
題
名
：
□
疑
論
第
二
（
〇
二
一
〇
）

③
首
題
：
欠

④
尾
題
：
□
疑
論
第
二

⑤
用
紙
：
縦
二
八
．
五
×
横
九
〇
．
六
㎝　
　

簾
条
数
：
九
（
㎝

当
り
）　　

一
紙
長
：
縦
二
八
．
五
×
横
四
〇
．
六
㎝　
　

紙

数
：
三　
　

紙
質
：
穀
紙　
　

色
：
青
白
橡　
　

染
：
無

⑥
一
紙
行
数
：
二
二　
　

字
詰
め
：
二
四　
　

界
高
：
二
八
㎝　
　

罫
巾
：
一
．
八
㎝

⑦
巻
軸
：
有　
　

巻
軸
長
：
二
八
．
六
㎝　
　

径
：
一
．
五
㎝

⑧
字
体
：
草
書

⑨
体
裁
：
巻
子
本

⑩
同
定
大
正
No.
：
一
九
六
〇
・
第
四
七
巻
・
七
六
頁
・
上
欄
・
一

九
行
―
下
欄
・
二
六
行

⑪
記
事
：
一
．
尾
題
下
印
二
顆　
「
李
盛
鐸
印
」「
敦
煌
石
室
秘

笈
」「
李
滂
」

　
　
　
　
　

二
．
識
語　
「
萬
歳
通
天
元
年
在
涼
府
富
刹
記
」
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三
．
則
天
文
字　
「
天
」「
年
」
両
字
ハ
則
天
文
字
。

　
　
　
　
　

四
．
分
巻　

大
正
蔵
經
本
ハ
第
一
巻
ヨ
リ
第
七
巻
マ
デ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
写
本
ハ
、
第
七
巻
末
ニ
相
当
ス
ル
。

二
、
題
名
と
原
題
名
に
つ
い
て

　

①
に
は
『
敦
煌
秘
笈
』
で
新
た
に
付
さ
れ
た
整
理
番
号
と
題
名
が
、

②
に
は
『
敦
煌
秘
笈
』
目
録
に
付
さ
れ
て
い
た
原
番
号
と
原
題
名
が

記
さ
れ
、
原
題
名
の
あ
と
に
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』
中
「
李
氏
鍳

藏
燉
煌
寫
本
目
録
（
據
傳
鈔
本
）」
に
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
は
そ
の
当
該
番
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
」
と
い
う
題
名
は
⑪
に
あ
る
よ
う
に
『
大

正
蔵
』
を
、
原
題
名
の
「
□
疑
論
第
二
」
は
第
三
紙
の
尾
題
を
根
拠

に
し
て
い
る
【
図
一
】。
こ
の
写
本
は
紙
の
上
方
が
欠
損
し
て
お
り
、

行
に
よ
っ
て
異
な
る
が
一
～
三
文
字
ほ
ど
欠
け
て
い
る
た
め
、
見
え

な
い
文
字
を
□
で
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
②
に
従
い
李
盛
鐸
旧
蔵
目

録
を
確
認
す
る
と
、「
〇
二
一
〇　

□
疑
論
第
二
（
萬
歳
通
天
元
年

行
書
）」
と
あ
っ
た（
４
）。

題
名
の
最
初
の
文
字
が
欠
け
て
い
る
こ
と
と
、

第
三
紙
識
語
の
書
写
年
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
李
盛
鐸
旧
蔵
目
録

〇
二
一
〇
と
羽
〇
二
一
は
同
一
の
写
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

尾
題
に
用
い
ら
れ
る
略
称
は
「
群
疑
論
」
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
ず
、

孟
詵
の
序
文
に
あ
る
「
釋
疑
之
論（
５
）」

と
い
う
表
現
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、「
釋
疑
論
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

李
盛
鐸
旧
蔵
目
録
で
は
「
行
書
」
と
す
る
の
に
対
し
、
⑧
で
は
書

体
を
「
草
書
」
と
し
て
い
る
問
題
が
残
る
が
、
こ
れ
は
写
本
の
ど
の

部
分
の
書
体
を
採
用
し
た
か
の
違
い
の
み
で
、
同
一
写
本
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
写
本
は
前
半
（
第
一
紙
一
行
目
か
ら
第

二
紙
一
七
行
目
）
と
後
半
（
第
二
紙
一
八
行
目
か
ら
第
三
紙
二
〇
行

目
）
で
書
体
が
異
な
っ
て
お
り
、
前
半
は
草
書
体
、
後
半
は
行
書
体

が
基
本
に
な
っ
て
い
る
【
図
二
】。
書
き
ぶ
り
や
点
画
に
違
い
が
み

ら
れ
る
の
で
途
中
で
書
き
手
が
変
わ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
前
半
の
草

書
体
を
採
用
し
た
『
敦
煌
秘
笈
』、
後
半
の
行
書
体
を
採
用
し
た
李

盛
鐸
旧
蔵
目
録
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【
図
一
】
尾
題
（
第
三
紙
―
一
九
行
目
）
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三
、
識
語
に
つ
い
て

　

⑪
に
あ
る
よ
う
に
、
識
語
に
は
「
萬
歳
通
天
元
年
在
涼
府
富
刹

記
」
と
あ
り
、
そ
の
「
天
」
と
「
年
」
は
「

」
と
「

」
と
い
う

則
天
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
【
図
三
】。

　

萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
の
年
号
と
則
天
文
字
使
用
の
実
態
は

整
合
性
が
と
れ
る
し
、
使
わ
れ
は
じ
め
て
六
年
経
過
し
て
い
る
の
で

だ
い
ぶ
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「

」

の
く
ず
し
が
慣
れ
た
運
筆
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
書
き
手
が
日
常
的
に

使
用
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
。

　

こ
の
六
九
六
年
は
、『
群
疑
論
』
の
著
者
懐
感
と
編
集
者
懐
惲
の

両
者
が
生
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
年
な
の
で
「
羽
〇
二
一
」
は

極
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

「
羽
〇
二
一
」
に
懐
感
で
も
懐
惲
で
も
な
い
第
三
者
の
署
名
が
あ
る

こ
と
は
、
六
九
六
年
以
前
に
は
原
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

【
図
二
】
書
き
手
が
変
わ
る
と
こ
ろ
（
第
二
紙
―
一
七
・
一
八
行
目
）

【
図
三
】
書
写
年
と
署
名
（
第
三
紙
―
二
〇
行
目
）
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「
涼
府
に
在
り
て
富
刹
記
す
（
在
涼
府
富
刹
記
）」
と
あ
る
が
、
唐

代
に
「
涼
府
」
と
い
う
行
政
区
画
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
「
涼

州
」
は
現
在
の
甘
粛
省
武
威
市
の
あ
た
り
に
存
在
し
、「
涼
州
総
管

府
」「
涼
州
都
督
府
」
と
い
っ
た
表
記
が
『
旧
唐
書
』
な
ど
に
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
付
近
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か（
６
）。

ま
た
、
残
念
な
が
ら
書
き
手
で
あ
ろ
う
「
富
刹
」
に
つ
い
て
は

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

四
、『
釈
浄
土
群
疑
論
』
諸
本
に
お
け
る 

　
　
「
羽
〇
二
一
」
の
位
置
づ
け

　

前
項
で
「
羽
〇
二
一
」
は
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
写
本
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
諸
本
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。［
金
子
・
研
究
］
と
［
村
上
・
研
究
］
に
依
っ
て
二
〇

〇
八
年
時
点
で
の
諸
本
を
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る（
７
）。

・
Ｓ
二
六
六
三　

年
代
不
明
・
写
本
・
断
片

・
七
寺
一
切
経
本　

平
安
末
（
一
一
七
五
―
一
一
八
〇
）、
写

本
・
断
片

・
建
長
版　

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）、
版
本
・
一
部
欠
本　

※

『
大
正
蔵
』
の
底
本

・
元
徳
摺
写
版　

元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）、
版
本
・
全
巻
・
禅

林
寺
所
蔵

・
桑
譽
了
的
書
写
本　

慶
長
一
三
年
―
元
和
二
年
（
一
六
〇
八
―

一
六
一
六
）、
写
本
・
全
巻

・
寛
永
版　

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）、
版
本
・
全
巻

・
万
治
版　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
以
前
、
版
本
・
全
巻

・
宝
永
版　

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）、
版
本
・
全
巻　

※
『
浄

全
』
の
底
本

　

こ
の
よ
う
に
、
八
本
中
七
本
が
日
本
の
も
の
で
唯
一
の
敦
煌
写
本

で
あ
る
Ｓ
二
六
六
三
も
年
代
が
不
明
で
あ
る
事
実
を
考
慮
す
る
と
、

「
羽
〇
二
一
」
は
極
め
て
資
料
的
価
値
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

五
、
翻
刻（

８
）

　
羽
〇
二
一
―
一
（
第
一
紙
）

１　

１　

□
曰
今
當
爲
子
廣
引
聖
教
備
陳
信
謗
所
得
損
益
如
賢
護

経
□
□

２　

２　

□
隨
喜
功
徳
品
説
隨
喜
三
昧
人
譬
如
有
人
定
愛（
９
）百
歳
身
軽

氣
）
10
（

３　

３　

□
行
駿）

11
（

□
□
飛
是
人
生
便
即
能
行
一
世
界
周
旋
十
方
窮
極

地
際
至
滿

４　

４　

□
□
□
□
不
絶
□
□
善
男
子
善
女）

12
（

起
信
敬
心
於
彼
因）

13
（

行
壯
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人
所

５　

５　

経
世
界
盛
滿
珍
寶
持
用
奉
獻
十
方
諸
佛
其
所
獲
福
雖
曰

極
多
然

　
羽
〇
二
一
―
二
（
第
二
紙
）

６　

１　

尚
不
如
修
三
昧
功
徳
少
分
何
以
故
賢
護
由
彼
サ
サ
摩
訶
薩

修
此
三
昧

７　

２　

□
足
如
上
四
天）

14
（

隨
喜
廻
向
阿
耨
多
羅
三
藐
三
サ
提
為
求
多

聞
成
正
覺

８　

３　

□
賢
護
以
是
因
縁）

15
（

持
此
施
福
望
前
隨
喜）

16
（

所
獲
功
徳
百
分
不

及
一
千
分
不

９　

４　

□
□
百
千
萬
分
不
及
一
億
百
千
分
不
及
一
乃
至
算
數
譬
喩

所
不
能
及
其
生

10　

５　

□
随
喜
福
既
無
邊
不
信
起
謗
罪
亦
無
量
也
如
大
品
經
法

華
經
及
佛
藏

11　

６　

□
□
廣
説
謗
法
之
罪）

17
（

12　

７　

□
□
□
□
修
此
三
昧
之
者
皆
須
嚴
飾
道
場
安
置
尊
像
澡
浴

清
淨

13　

８　

著
新
凜）

18
（

衣
日
□
□
食
不
顧
形
命
專
心
念
佛
此
義
可
然
何
因

處
在
闇
中
閉

14　

９　

諸
光
隙
勵
聲
大
念
斯
何
教
哉
皆）

19
（

見
諸
徒
咸
生
疑
恠
請
陳
斯

術
有

15　

10　

□
教
哉

16　

11　

□
曰
稽
其
聖
典
亦
無
至
教
但
修
行
之
人
將
斯
闇
室
絶
諸

視
聽
心
捨

17　

12　

□
□
初
學
之
儔
約
斯
住
相）

20
（

易
得
三
昧
不
爾
難
成
凡
是
世
間

欲
思
難

18　

13　

□
□
得
解
了
亂
相）

21
（

難
成
或
掩
炎）

22
（

獨
居
或
閉
目
絶
視
因
茲

恬
静

19　

14　

□
□
□
成
此
亦
如
斯
亂
心
難
住
念
佛
三
昧
無
由
現
前
故
為

其
闇
室

20　

15　

□
□
三
昧
不
學
之
輩
於
此
生
疑
曾
修
習
者
深
將
為
要
如

處
蜜）

23
（

内

　
　
　
　
　
　

闇）
24
（

21　

16　

□
□
□
時
有
少
隙
光
照
斯
闇
室
心
便
縁
此
浪
起
思
惟
如

絶
斯
是）

25
（

明

22　

17　

□
□
□
□
此
乃
學
者
所
知
非
是
浪
為
斯
法
又
如
調
鷹
之
法

縫
目
飼
氈

23　

18　

□
其
無
所
瞻
視
損
於
肥
健
之
力
方
始
絶
彼
飛
遊
往
來
調
伏

將

24　

19　

□
□
獵
縱
任
隨
人
三
昧
亦
爾
初
學
之
輩
馳
心
五
欲
攀
縁
六
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塵
若

25　

20　

□
□
□
闇
室
無
由
得
成
三
昧
後
學
成
就
處
之）

26
（

遊
行
不
簡
明

闇

26　

21　

□
□
見
佛
詎
勞
闇
室
而
行
念
佛）

27
（

故
觀
經
言
是
人
苦
逼
不

遑

27　

22　

□
□
□
友
教
令
可
稱
阿
彌
陀
佛
如
是
至
心
令
聲
不
絶
豈
非

苦
惱

　
羽
〇
二
一
―
三
（
第
三
紙
）

28　

１　

□
□
念
相）

28
（

難
成
令
聲
不
絶
至
心
便
得
今
此
出
聲
學
念
佛
定

亦
復

29　

２　

□
□
令
聲
不
絶
遂
得
三
昧
見
佛
聖
衆
皎
然
自
前）

29
（

故
大
集
日

藏
分
經

30　

３　

□
大
念
見
大
佛
小
念
見
小
佛
大
念
者
大
聲
稱
佛
也
小
念

者
小
聲
稱

31　

４　

□
斯
則）

30
（

聖
教
有
何
惑
哉
既）

31
（

見
即
今
諸
修
學
者
唯
須
勵
聲

32　

５　

□
□
三
昧
易
成
小
聲
稱
佛
遂
多
馳
散
此
乃
學
者
所
知
非
外

人
之
曉

33　

６　

□
□
□
不
信
□
識）

32
（

學
為
無
得
不
修
但
生
疑
惑
矣

34　

７　

□
□
經
言
五
躰
投
地
求
哀
懺
悔
未
知
懺
悔
之
徒
或
多
自
撲

未
知
有

35　

８　

□
□
教
若
以
五
躰
投
地
即
為
自
撲
者
將
恐
此
釋
埋
未
可
然

此
五
躰

36　

９　

□
□
妨
只
□
五
輪
著
地
頭
面
禮
佛）

33
（

37　

10　

□
□
如
觀
佛
三
昧
海
經
第
三
説
佛
於
座
起）

34
（

令
諸
四
衆
觀
佛

色
身
釋

　
　
　
　

五
百
釋
子

38　

11　

□
□
□
色
身
猶
如
灰
人
比
丘
衆
中
有）

35
（

一
千
人
見
佛
色
身
如

赤
土
人
優
婆

39　

12　

□
□
中
有
十
六
人
見
佛
色
身
如
黒
象
脚
優
婆
夷
衆
中
二）

36
（

十

四
人）

37
（

見
佛

40　

13　

□
□
猶
如
聚
墨
比
丘
尼
衆
中
有
比）

38
（

丘
尼）

39
（

見
佛
色
身
如
白
銀

色
優）

40
（

婆

41　

14　

□
□
佛
色
身
如
藍
染
青
色
如
是
四
衆
觀
佛
色
身
所
見
不
同

不
得

42　

15　

□
□
□
金
色
身
發
露
悔
過
懺
悔
諸
罪
五
躰
投
地
如
太）

41
（

山
崩

自

43　

16　

□
頭
髮
舉
身
投
地
婉
轉
自
撲
鼻
中
血
出）

42
（

懺
罪
消
滅
心
眼
得

44　

17　

□
見
佛
色
身
端
嚴
微
妙
如
須
彌
山
光
顯
大
海
此
豈
不
是

懺
悔

45　

18　

□
□
自
撲
之
法
無
教
輒
為
誠
如
所
責
有
経
而
作）

43
（

其
何
哉
恠）

44
（
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46　

19　

□
疑
論
第
二

47　

20　

萬
歳
通
天
元
年　

在
涼
府
富
刹
記

六
、
内
容
に
つ
い
て

　

⑪
に
あ
る
よ
う
に
、
本
文
の
内
容
は
現
行
本
『
釈
浄
土
群
疑
論
』

第
七
巻
末
で
、
科
文
で
言
え
ば
第
十
一
料
簡
念
仏
三
昧
行
相
の
末
・

第
十
二
料
簡
投
地
自
撲
懺
悔
に
相
当
す
る
。
こ
れ
を
羽
〇
二
一
で
は

「
□
疑
論
第
二
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
懐
惲
に
よ
る
編
集
作
業

以
前
、
こ
の
部
分
は
「
第
二
」
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
冒
頭
が
念
仏
三
昧
や
自
撲
懺
悔
な
ど
の

実
践
的
内
容
に
関
す
る
問
答
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

対
校
作
業
で
わ
か
っ
た
文
字
の
相
違
に
つ
い
て
二
点
示
し
て
お
き

た
い
。

○
第
二
紙
―
一
三
行
目
「
炎
」【
図
四
】

　

第
二
紙
の
一
三
行
目
の
「
掩
」
の
次
の
文
字
は
「
炎
」
と
読
め
る

が
、
現
行
本
で
は
「
室
」
で
、「
或
い
は
室3

を
掩
い
て
獨
居
し
或
い

は
目
閉
じ
て
視
を
絶
ち
て
（
或
掩
室3

獨
居
或
閉
目
絶
視
）」
と
な
っ

て
い
る
。「
炎
」
に
し
た
場
合
は
「
炎3

を
掩
い
て
（
掩
炎3

）」
と
な
る
。

光
の
遮
断
方
法
が
変
わ
っ
て
く
る
が
内
容
と
し
て
は
大
差
な
い
。

○
第
三
紙
―
二
行
目
「
皎
然
自
前
」【
図
五
】

　

第
三
紙
の
二
行
目
に
「
皎
然
自
前
」
と
あ
る
が
、
現
行
本
で
は

「
皎
然
常
在
目
前
（
皎
然
と
し
て
常
に
目
前
に
在
し
ま
す
）」
と
な
っ

て
い
る
。「
目
前
」
で
あ
れ
ば
「
皎
然
と
し
て
常
に
修
行
者
の

3

3

3

3

目
前

に
在
し
ま
す
」
と
読
め
る
が
、「
自
前
」
で
あ
れ
ば
「
皎
然
と
し
て

仏
聖
衆
が

3

3

3

3

自
ら
前
む
」
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
状
況
を
目
の

当
た
り
に
す
る
の
は
修
行
者
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
内
容
と
し
て

は
大
差
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
違
う
文
字
で
あ
っ
て
も
意
味
に
大
き
な
違
い
は
な

く
、
明
ら
か
に
後
世
の
文
字
の
追
加
だ
と
分
か
る
箇
所
で
も
文
脈
が

【
図
四
】
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変
わ
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
大
正
蔵
』・『
浄
全
』
と
「
羽

〇
二
一
」
は
全
体
的
に
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。

小
結

　

杏
雨
書
屋
所
蔵
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』（
羽
〇
二
一
）
は
李
盛

鐸
旧
蔵
本
で
、
尾
題
と
識
語
か
ら
諸
本
の
中
で
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
に

近
い
写
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
書
写
年
の
萬
歳
通
天
元
年
（
六

九
六
）
は
著
者
懐
感
と
編
集
者
懐
惲
が
生
存
し
て
い
た
年
号
だ
が
、

第
三
者
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
群
疑
論
』
原
本
は
こ
の
年
以

前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
書
き
手
の
「
富
刹
」
に
つ
い
て

は
不
明
だ
が
、
所
在
地
で
あ
ろ
う
「
涼
府
」
は
現
在
の
甘
粛
省
武
威

市
付
近
を
想
定
で
き
、『
群
疑
論
』
が
著
さ
れ
て
か
ら
早
い
段
階
で

こ
の
地
方
ま
で
伝
播
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

羽
〇
二
一
は
尾
題
に
「
第
二
」
と
あ
る
が
、
現
行
本
の
第
七
巻
末

の
章
と
一
致
す
る
。
念
仏
三
昧
や
自
撲
懺
悔
と
い
っ
た
実
践
的
内
容

が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
、
懐
惲
に
よ
る
編
集
以
前
は
冒
頭
に
実
践

に
関
す
る
問
答
が
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま

た
、
尾
題
の
一
文
字
目
が
欠
け
て
い
る
た
め
、「
□
疑
論
」
は
「
群

疑
論
」
か
「
釈
疑
論
」
か
、
あ
る
い
は
別
の
呼
び
名
か
、
当
時
の
略

称
に
つ
い
て
も
選
択
肢
が
増
え
た
。

　

現
行
本
と
の
対
校
の
結
果
、
誤
写
で
あ
ろ
う
箇
所
や
後
世
の
追
加

で
あ
ろ
う
部
分
な
ど
、
文
字
の
相
違
は
多
少
見
ら
れ
る
も
の
の
大
き

く
文
脈
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
内
容
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
一
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

※
図
版
を
使
用
す
る
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財

団
杏
雨
書
屋
よ
り
掲
載
許
可
を
頂
い
た
こ
と
を
衷
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

１　
『
敦
煌
秘
笈
』
に
つ
い
て
は
目
録
冊
所
収
の
吉
川
忠
夫
館
長
「
公
刊
の
辞
」

【
図
五
】
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に
詳
し
い
。
ま
た
筆
者
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
所
収
の
写
本
に
つ
い
て
、
拙
稿

「
北
朝
期
の
浄
土
教
関
係
敦
煌
写
経
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論
叢
』
第
五
八
号
）

で
【
羽
六
〇
五
】
佛
説
無
量
壽
經
巻
上
を
、「
北
魏
敦
煌
鎮
写
経
の
書
風
に

つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
九
輯
）
で
【
羽
〇
〇
四
】
大
方
廣

佛
華
厳
経
巻
第
二
十
四
を
取
り
上
げ
た
。

２　

金
子
寛
哉
『『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
研
究
』（
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

六
、
以
下
［
金
子
・
研
究
］）

　
　

村
上
真
瑞
『『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
研
究
』（
建
中
寺
出
版
部
、
二
〇
〇
八
、

以
下
［
村
上
・
研
究
］）

３　
『
敦
煌
秘
笈　

目
録
冊
』
一
二
頁
・『
敦
煌
秘
笈　

影
片
冊
一
』
一
七
八
～

一
八
〇
頁
。

４　
『
敦
煌
遺
書
総
目
索
引
』
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
三
、
三
一
八
頁
。

５　
『
正
蔵
』
四
七
・
三
〇
・
下
、『
浄
全
』（
山
喜
房
版
）
六
・
二
・
上
。

６　

平
岡
武
夫
編
『
唐
代
研
究
の
し
お
り　

第
二　

唐
代
の
行
政
地
理
』（
一

九
五
五
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
〇
四
頁
）

７　
［
金
子
・
研
究
］
九
一
―
九
五
頁
、［
村
上
・
研
究
］
三
九
―
七
九
頁
。

８　
「
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
」（
羽
〇
二
一
）
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
り
凡
例
を
次

の
よ
う
に
す
る
。

一
、
底
本
に
は
、
公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
所
蔵
本

（『
敦
煌
秘
笈　

影
片
冊
一
』
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）
の
影
印
を
用
い
る
。

一
、
対
校
本
と
し
て
次
の
二
本
を
用
い
る
。

甲
本
…
『
正
蔵
』
四
七
、
No.
一
九
六
〇
、
七
六
上
・
一
九
行
～
下
・
二

六
行

乙
本
…
『
浄
全
』（
山
喜
房
版
）
六
、
一
〇
五
上
・
一
五
行
～
一
〇
七

上
・
四
行

一
、
判
読
で
き
な
い
文
字
は
□
と
記
す
。

一
、
判
読
が
困
難
だ
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
文
字
を
充
て
た
と
こ
ろ
は
そ
の

文
字
を
□
で
囲
む
。

９　

愛　

甲
本
・
乙
本
「
壽
」。
こ
の
部
分
は
『
大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』

（『
正
蔵
』
一
三
・
八
九
四
・
下
）
の
引
用
箇
所
で
経
文
本
文
で
も
「
壽
」
と

な
っ
て
い
る
の
で
誤
写
で
あ
ろ
う
。

10　

氣　

甲
本
「
勇
」。
甲
本
に
は
「
勇
＝
氣
○
甲
」
と
注
あ
り
。

11　

駿　

乙
本
「
駛
」。
甲
本
に
は
「
駿
＝
駛
○
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
に
は

「
身
軽
氣
猛
行
駛　

氣
ノ
字
現
本
非
レ
勇
駛
ノ
字
作
レ
駿
」
と
注
あ
り
。

12　

女　

甲
本
・
乙
本
（
女
）
＋
「
人
」

13　

因　

甲
本
・
乙
本
「
風
」
こ
の
部
分
は
『
大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』（『
正

蔵
』
一
三
・
八
九
四
・
下
）
の
引
用
箇
所
で
経
文
本
文
で
も
「
風
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
誤
写
で
あ
ろ
う
。

14　

天　

甲
本
・
乙
本
「
大
」

15　

乙
本
に
は
「
以
是
因
縁　

是
ノ
字
現
本
作
レ
此
」
と
注
あ
り
。

16　

乙
本
に
は
「
望
前
随
喜　

現
本
無
二
前
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

17　

罪　

甲
本
・
乙
本
（
罪
）
＋
「
也
」

18　

凜　

甲
本
・
乙
本
「
浄
」

19　

皆　

甲
本
に
は
「
此
＝
比
○
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
「
比
」

20　

相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」

21　

相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」

22　

炎　

甲
本
・
乙
本
「
室
」

23　

蜜　

甲
本
・
乙
本
「
堂
」

24　

闇
？　

通
常
校
正
の
際
は
脱
字
の
場
合
は
右
側
に
書
く
が
、
羽
〇
二
一
で

も
実
際
に
右
側
に
書
く
例
が
第
三
紙
の
一
一
行
目
に
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の

文
字
も
一
六
行
目
の
「
是
」
の
前
後
ど
ち
ら
か
に
入
る
と
思
わ
れ
る
が

「
闇
」
と
読
ん
だ
場
合
つ
な
が
り
が
分
か
ら
な
い
。

25　

是　

甲
本
・
乙
本
に
ナ
シ

26　

處
之　

甲
本
・
乙
本
「
随
處
」

27　

佛　

甲
本
・
乙
本
（
佛
）
＋
「
也
」

28　

相　

甲
本
・
乙
本
「
想
」
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29　

自
前　

甲
本
・
乙
本
「
常
在
目
前
」

30　

則　

甲
本
・
乙
本
「
即
」

31　

既　

甲
本
・
乙
本
「
現
」

32　

識　

甲
本
・
乙
本
「
試
」

33　

佛　

甲
本
・
乙
本
（
佛
）
＋
「
也
」

34　

乙
本
に
は
「
佛
於
起
座　

現
本
作
二
佛
於
座
地
一
」
と
注
あ
り
。

35　

有　

甲
本
・
乙
本
に
ナ
シ

36　

二　

甲
本
に
は
「（
有
）
＋
二
○
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
「
有
」
＋
（
二
）

37　

乙
本
に
は
「
有
二
十
四
人　

現
本
無
二
有
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

38　

比　

甲
本
に
は
「（
一
）
＋
比
○
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
（
有
）
＋
「
一
」

39　

乙
本
に
は
「
有
一
比
丘
尼　

現
本
無
二
一
ノ
字
一
」
と
注
あ
り
。

40　

優　

甲
本
に
は
「（
多
）
＋
優
○
甲
」
と
注
あ
り
。
乙
本
（
優
婆
）
＋

「
夷
衆
中
有
多
優
婆
」

41　

太　

甲
本
・
乙
本
「
大
」

42　

血
出　

甲
本
に
は
「
血
出
＝
流
血
○
原
」
と
注
あ
り
。

43　

有
経
而
作　

甲
本
・
乙
本
「
經
言
正
作
」

44　

哉
恠　

甲
本
・
乙
本
「
恠
哉
」
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聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
第
二
重
に
つ
い
て

勝　

崎　

裕　

之

一
、
は
じ
め
に

　

聖
冏
上
人
（
以
下
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）（
一
三
四
一
～
一
四
二

〇
年
）
の
著
作
『
教
相
十
八
通
』
と
は
、
曇
鸞
『
往
生
論
註
』・
道

綽
『
安
楽
集
』・
善
導
『
観
経
疏
』『
法
事
讃
』『
観
念
法
門
』『
般
舟

讃
』・
懐
感
『
群
疑
論
』
と
い
っ
た
中
国
浄
土
教
の
諸
師
の
著
作
と

源
信
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
の
相
伝
を
、
浄
土
宗
の
宗
脈
に
お
け

る
第
六
祖
了
実
（
一
三
〇
三
～
一
三
八
六
年
）
お
よ
び
戒
脈
に
お
け

る
第
五
祖
定
慧
（
一
二
九
六
～
一
三
七
〇
年
）
の
両
師
か
ら
伝
え
ら

れ
た
聖
冏
が
、
そ
れ
を
十
八
枚
の
切
紙
に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
『
教
相
十
八
通
』
各
通
の
末
尾
に
は
、

　
　

釋　
　

了
譽
在
判

　
　

沙
門　

了
實
在
判

　
　

沙
門　

良
順
在
判
（
１
）

な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
了
実
と
鎌
倉
光
明
寺
第
四
世
で
あ

る
良
順
（
一
三
二
八
～
一
四
〇
九
年
）
の
印
可
を
得
て
、
聖
冏
が
説

く
浄
土
宗
義
の
教
え
が
確
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
教
相
十
八
通
』
は
浄
土
宗
義
に
関
す
る
口
伝
、
相

伝
が
記
さ
れ
た
「
切
紙
」
で
あ
る
が
、
一
方
で
『
教
相
十
八
通
』
に

は
聖
冏
独
自
の
説
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
聖
冏
教
学

の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
著
作
で
も
あ
る
。 

　

本
論
で
は
『
教
相
十
八
通
』
の
第
二
重
（
以
下
「
第
二
重
」
と
す

る
）
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
聖
冏
の
思
想
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
、
先
行
研
究

　
「
第
二
重
」
に
関
し
て
は
香
林
亮
善
氏
と
服
部
淳
一
氏
に
よ
っ
て

研
究
さ
れ
て
い
る
。
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香
林
氏（
２
）は

「
第
二
重
」
の
内
容
を
解
説
し
、
そ
こ
に
説
か
れ
る

「
単
信
の
大
信
」
に
着
目
し
て
、「
初
重
」
で
「
深
心
」
を
重
視
す
る

点
と
「
第
十
重
」
で
浄
土
一
宗
の
根
底
に
は
「
信
」
の
一
字
が
基
と

な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
五
重
伝
法
を
「
機
」「
法
」

「
解
」「
証
」「
信
」
の
綱
格
に
顕
わ
し
そ
の
最
後
の
第
五
重
に
「
信
」

を
配
し
た
点
を
挙
げ
て
、
聖
冏
の
思
想
に
お
け
る
「
信
」
の
重
要
性

を
解
説
し
て
い
る
。

　

服
部
氏（
３
）も

基
本
的
に
香
林
氏
と
同
様
の
見
解
で
あ
り
、「
単
信
の

大
信
」
を
『
教
相
十
八
通
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、「
第
二
重
」
で
説
か
れ
る
「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」

の
二
門
を
「
勝
義
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
「
第
二
重
」
の
内
容
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
。

三
、「
第
二
重
」
の
内
容
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
聖
冏
は
、
仏
教
の
教
え
に
は
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発

迹
入
源
門
」
の
二
門
が
あ
る
と
す
る（
４
）。「
施
化
利
生
門
」
と
は
「
解

義
分
」
で
あ
り
「
因
分
可
説
」
と
す
る
。「
発
迹
入
源
門
」
と
は

「
仰
信
分
」
で
あ
り
「
果
分
不
可
説
」
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
無

絃
（
生
年
不
明
～
一
六
四
〇
年
）
の
『
教
相
枢
要
鈔
』
で
は
次
の
よ

う
に
註
釈
し
て
い
る
。

施
化
利
生
門
者
佛
應
機
施
化
、
隨
根
利
生
。
故
名
爲
施
化
利
生

門
。
是
約
能
化
。
解
義
分
者
衆
生
隨
敎
解
義
。
故
云
解
義
。
是

約
所
化
。
能
所
共
浅
。
故
云
因
分
可
説
。
発
迹
入
源
門
者
拂
除

施
化
利
生
解
義
因
分
蹤
跡
、
入
佛
意
源
。
是
則
名
爲
発
迹
入
源
。

是
約
所マ
マ

化
。
仰
信
分
者
髙
仰
果
位
、
轉
於
解
義
名
仰
信
分
。
亦

約
所
化（
５
）。

　

無
絃
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
施
化
利
生
門
」
と
は
仏
が
衆
生
の
機

根
に
応
じ
て
教
化
し
利
益
す
る
法
門
で
あ
り
、「
解
義
分
」
と
は
衆

生
が
仏
の
教
え
に
随
っ
て
そ
の
義
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
、「
施
化
利
生
門
」
を
能
化
、「
解
義
分
」
を
所
化
と
し
、

能
所
と
も
に
浅
い
「
因
分
可
説
」
と
し
て
い
る
。

　
「
発
迹
入
源
門
」
と
は
「
施
化
利
生
」「
解
義
因
分
」
の
跡
を
排
除

し
た
仏
意
そ
の
も
の
よ
り
示
さ
れ
た
法
門
で
あ
り
、「
仰
信
分
」
と

は
果
位
を
高
く
仰
信
し
て
、
解
義
を
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

無
絃
は
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
が
、

「
施
化
利
生
」「
解
義
因
分
」
の
跡
を
取
り
除
い
た
仏
意
と
は
衆
生
が

測
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
「
果
分
不
可
説
」
と

な
る
の
で
る
。
ま
た
、「
解
義
分
」「
因
分
可
説
」
で
あ
る
「
施
化
利

生
門
」
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
の
「
仰
信
分
」「
果
分
不
可
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説
」
で
あ
る
「
発
迹
入
源
門
」
の
ほ
う
が
深
く
勝
れ
た
法
門
と
な
る

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

四
、
他
宗
に
お
け
る
「
施
化
利
生
門
」
と 

　
　
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て

　
「
第
二
重
」
に
お
い
て
聖
冏
は
、
他
宗
と
浄
土
宗
に
お
け
る
「
施

化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
両
者
の
比
較

を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
聖
冏
が
説
く
他
宗
と
浄
土
宗
の
二
門
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　

第
一
に
他
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
聖
冏
は

他
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
、
各
宗
そ
れ
ぞ
れ
教
義
は
異
な

る
と
し
て
も
す
べ
て
「
悟
解
門
」
で
あ
る
と
す
る（
６
）。
こ
こ
で
説
か
れ

る
「
悟
解
門
」
と
は
衆
生
が
解
義
に
よ
っ
て
修
行
し
成
仏
す
る
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
聖
冏
自
身
が
記
し
た
註

釈
書
で
あ
る
『
三
六
通
裏
書
』
で
は
、「
真
如
性
得
」「
不
変
一
理
」

「
隨
縁
善
悪
」「
煩
悩
菩
提
」「
断
惑
未
断
惑
」「
界
内
界
外
」「
定
地

散
地
」「
凡
聖
因
果
」
と
具
体
例
を
挙
げ
て
、
他
宗
の
「
施
化
利
生

門
」
は
こ
の
よ
う
な
無
量
無
辺
の
解
義
に
よ
っ
て
修
行
し
て
成
仏
す

る
と
示
し
て
い
る（
７
）。

　

第
二
に
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
聖
冏
は

他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
、
名
言
思
議
を
離
れ
て
解
行
の

分
を
絶
つ
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
示
す
文
と

し
て
『
大
智
度
論
』『
成
唯
識
論
』『
法
華
玄
義
』『
即
身
成
仏
義
』

を
引
用
し
て
い
る（
８
）。

こ
こ
で
は
例
と
し
て
『
即
身
成
仏
義
』
の
引
用

文
を
見
て
い
き
た
い
。『
即
身
成
仏
義
』
で
は
「
法
仏
の
三
密
は
甚

深
微
細
に
し
て
等
覚
十
地
も
見
聞
す
る
こ
と
能
は
ず（
９
）」

と
説
か
れ
て

い
る
。
法
身
仏
の
三
密
は
等
覚
・
十
地
の
菩
薩
で
す
ら
見
聞
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
因
分
で
あ
る
衆
生
に
も
到
底
理
解

で
き
な
い
「
果
分
不
可
説
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

衆
生
に
法
身
仏
の
三
密
の
働
き
は
深
遠
で
あ
る
と
知
ら
し
め
る
こ
と

で
、
衆
生
が
仰
信
し
て
三
密
行
を
修
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
以
上
が
『
即
身
成
仏
義
』
に
お
け
る
「
発
迹
入
源
門
」

の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
聖
冏
は
こ
の
よ
う
な
「
発
迹
入
源
門
」

に
つ
い
て
、
信
中
に
解
を
離
れ
ず
果
中
に
因
行
を
修
し
て
お
り
、
未

だ
因
分
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る）

10
（

。
つ
ま

り
、
聖
冏
は
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
は
「
施
化
利
生
」「
解
義
因

分
」
の
跡
を
取
り
除
け
て
い
な
い
不
完
全
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
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五
、
浄
土
宗
に
お
け
る
「
施
化
利
生
門
」
と 

　
　
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て

　

第
一
に
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
聖
冏

は
「
要
門
は
内
因
、
弘
願
は
外
縁
、
内
外
因
縁
和
合
し
て
往
生
す
る

こ
と
を
得
」
等
の
教
学
的
な
こ
と
を
理
解
し
て
勧
励
す
る
こ
と
や
、

道
理
を
弁
え
て
帰
依
す
る
こ
と
は
因
分
の
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
「
解
義
因
分
可
説
」
と
す
る）

11
（

。
ま
た
、『
三
六
通
裏
書
』
で
は

「
安
心
起
行
作
業
を
学
び
、
罪
障
の
軽
重
を
知
り
、
本
願
の
道
理
を

弁
え
、
人
の
た
め
に
文
を
解
し
、
信
心
を
起
こ
し
修
行
し
て
往
生
す

る
者）

12
（

」
と
あ
り
、
こ
れ
も
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
な
る
。

　

第
二
に
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
聖
冏

は
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
「
単
信
の
大
信
」
を
説
く

こ
と
で
説
明
し
て
い
る
。
単
直
愚
癡
の
人
は
浄
土
宗
の
一
切
の
解
義

を
知
ら
な
く
て
も
、
疑
惑
を
起
こ
す
こ
と
な
く
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を

仰
信
し
、
心
で
は
「
助
け
給
え
」
と
念
じ
、
口
で
は
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
称
え
る
ば
か
り
で
あ
り
、
聖
冏
は
こ
れ
を
「
単
直
仰
信
の
正

機
」
と
し）

13
（

、
こ
の
単
直
愚
癡
の
人
が
起
こ
す
信
心
が
「
単
信
の
大

信
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源

門
」
と
は
こ
の
「
単
信
の
大
信
」
を
起
こ
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
聖
冏
は
『
観
経
疏
』
の
「
仰
い
で
惟
み
れ
ば
釈
迦
は
此
方
よ

り
発
遣
し
、
弥
陀
は
即
ち
彼
の
国
よ
り
来
迎
し
た
も
う
。
彼
に
喚
び

此
に
遣
す
。
豈
に
去
ら
ざ
る
べ
け
ん
耶）

14
（

」
や
『
往
生
礼
讃
』
の
「
謂

う
こ
と
莫
れ
。
西
方
遠
し
と
。
唯
だ
十
念
の
心
を
須
い
よ）

15
（

」
等
を
浄

土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
を
示
す
文
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

六
、「
第
二
重
」
所
説
の
浄
土
宗
と 

　
　

他
宗
に
お
け
る
勝
劣
関
係
に
つ
い
て

　

聖
冏
は
前
述
し
た
「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源
門
」
に
関
し
て
、

浄
土
宗
と
他
宗
の
勝
劣
を
説
い
て
い
る
。
聖
冏
は
浄
土
宗
の
「
施
化

利
生
門
」
に
つ
い
て
、「
直
ち
に
弥
陀
の
弘
誓
重
き
が
為
に
凡
夫
を

し
て
念
ず
れ
ば
即
ち
生
ぜ
し
む
る
こ
と
を
致
す
」「
煩
悩
を
断
た
ず

し
て
涅
槃
の
分
を
得
」
と
い
っ
た
教
門
で
あ
る
か
ら
、
他
宗
の
よ
う

に
「
悟
解
門
」
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
く
、
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」

と
同
等
で
あ
る
と
す
る）

16
（

。
つ
ま
り
、
他
宗
で
は
煩
悩
を
断
つ
べ
く

様
々
な
解
義
に
よ
っ
て
行
を
修
す
る
が
、
こ
れ
は
解
義
に
よ
っ
て
悟

り
を
解
す
こ
と
に
な
る
た
め
「
悟
解
門
」
と
な
る
。
一
方
、
浄
土
宗

で
は
衆
生
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
煩
悩
を
断
つ
こ
と
な
く
涅
槃
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
は
悟
り
を
解
す
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る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
煩
悩
も
断
つ
必
要
は
な
い
た
め
、
浄
土
宗
の

「
施
化
利
生
門
」
は
他
宗
の
よ
う
に
「
悟
解
門
」
に
堕
ち
る
こ
と
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
は
「
施
化

利
生
」「
解
義
因
分
」
の
跡
を
取
り
除
け
て
い
な
い
不
完
全
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
聖
冏
は
「
悟
解
門
」
に
堕
ち
な
い
浄
土
宗
の
「
施
化

利
生
門
」
と
不
完
全
な
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
を
同
等
と
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
聖
冏
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
謬
り
が
な
い
こ
と
を
知
り
、

名
号
の
功
用
に
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
は
「
世
情
分
別
の
智

恵
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
宗
の
よ
う
に
「
悟
解
門
」
に
堕

ち
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、「
解
義
分
」
と
い
う
言
葉
は
同
じ
で
も

浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
は
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
よ
り
も
勝

れ
て
い
る
と
す
る）

17
（

。
こ
こ
で
説
か
れ
る
「
世
情
分
別
の
智
恵
」
と
は

世
間
一
般
的
な
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
物
事
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
世
情
分
別
の
智
恵
」
に
よ
っ
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
は
、
他
宗
の
よ

う
に
「
悟
解
門
」
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
冏

は
前
に
は
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」

は
同
等
と
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
の

ほ
う
が
勝
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
浄
土
宗
の
教
え
が
他
宗
よ

り
も
勝
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
く
の
が
聖
冏
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、

浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
は
他
宗
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
ほ
う
が
聖
冏
の
本
心
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
は
「
悟
解

門
」
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生

門
」
は
「
悟
解
門
」
で
あ
る
他
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
よ
り
も
勝
れ

た
法
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
悟
解
門
」
に
堕
ち
な
い
浄

土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
だ
か
ら
こ
そ
、
因
分
を
離
れ
ら
れ
な
い
他

宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
勝
れ
て
い
る
と
聖
冏

は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
施
化
利
生
門
」
よ
り
も
「
発
迹
入
源
門
」
の
ほ
う
が

勝
れ
た
法
門
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
聖
冏
は
浄
土
宗
の

「
施
化
利
生
門
」
が
他
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
と
比
較
し
て
同
等
以

上
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
よ
っ
て
、
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」

が
最
も
勝
れ
た
法
門
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
他
宗
と
浄
土
宗
に
お
け
る
「
施
化
利
生
門
」「
発
迹
入
源

門
」
の
特
徴
と
勝
劣
関
係
を
、
簡
単
で
は
あ
る
が
左
図
の
通
り
示
し

て
お
く
。



─ 129 ─

　
　
　
　
「
施
化
利
生
門
」
― 

悟
解
門

他
宗　
　
　
　
　
　

＞

　
　
　
　
「
発
迹
入
源
門
」
― 

未
得
離
因
分

　
　
　
　
　
　
　
　

≧

　
　
　
　
「
施
化
利
生
門
」
― 

不
墮
衆
生
悟
解
門

浄
土
宗　
　
　
　
　

＞

　
　
　
　
「
発
迹
入
源
門
」
― 
単
信
の
大
信

七
、
良
忠
所
説
の
「
施
化
利
生
」
と 

　
　
「
発
迹
入
源
」
に
つ
い
て

　
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
に
関
し
て
は
、
聖
冏
以
前

に
良
忠
が
『
伝
通
記
』
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
良
忠
は
善
導
『
観

経
疏
』
玄
義
分
序
題
門
の
末
に
説
か
れ
る
文）

18
（

に
つ
い
て
註
釈
し
て
お

り
、
こ
こ
で
は
『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
「
又
佛
密
意
」
よ
り
前
の

文
ま
で
が
「
施
化
利
生
之
相
」
を
明
か
し
、「
又
佛
密
意
」
以
下
の

文
は
「
発
迹
入
源
」
を
明
か
す
と
述
べ
て
い
る）

19
（

。
こ
こ
で
良
忠
が
述

べ
る
前
の
文
と
は
、
韋
提
希
の
請
い
に
よ
っ
て
釈
尊
が
要
門
と
し
て

定
散
二
善
を
示
し
、
阿
弥
陀
仏
の
弘
願
を
説
い
た
箇
所
で
あ
り
、
こ

こ
を
「
施
化
利
生
之
相
」
と
す
る
。
続
い
て
、
今
「
発
迹
入
源
」
と

す
る
箇
所
に
関
し
て
良
忠
は
、
仏
意
と
は
凡
夫
に
は
到
底
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
甚
深
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
仏
意
よ

り
説
か
れ
る
教
門
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

釈
迦
の
発
遣
と
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
文
に
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
仰
信
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
そ
し
て
、
仰
信
す
る
こ
と
で
往

生
が
定
ま
る）

20
（

と
註
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
釈
迦
の
発
遣
と
阿
弥
陀
仏

の
来
迎
に
つ
い
て
は
問
答
）
21
（

を
立
て
て
い
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
釈
迦

の
発
遣
は
要
門
で
あ
り
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
は
弘
願
で
あ
る
が
、
良
忠

は
要
門
と
弘
願
に
関
し
て
既
に
「
定
散
の
行
を
も
っ
て
内
因
、
仏
の

本
願
力
を
も
っ
て
外
縁
と
し
、
因
縁
和
合
し
て
往
生
す
る
こ
と
を

得
）
22
（

」
等
と
解
釈
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
た
に
仰
信
の

義
を
立
て
る
の
は
何
故
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
良
忠
は
そ
の
答
え

と
し
て
、
前
の
義
は
「
解
義
分
」
で
あ
る
か
ら
、
要
門
と
弘
願
に
よ

っ
て
『
観
経
』
の
教
相
の
大
意
を
分
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
因
分
可
説
」
に
当
た
る
と
す
る
。
一
方
、
今
の
義
は
明
文
に
つ
い

て
仰
信
を
成
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
果
分
不
可
説
」
に
当
た
る
と

す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
文
を
「
施
化
利
生
」
と

「
発
迹
入
源
」
に
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。「
施
化
利
生
之
相
」「
発

迹
入
源
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
冏
の
よ
う
に
「
門
」
は
無
い
も
の
の
、
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聖
冏
が
良
忠
の
説
示
を
受
け
て
「
第
二
重
」
に
お
い
て
「
施
化
利
生

門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
の
二
門
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
意
は
甚
深
で
あ
り
、
そ
の
仏
意
よ
り
示
さ
れ

る
教
門
は
到
底
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
釈
迦
は
此
の
方

よ
り
発
遣
し
弥
陀
は
彼
の
国
よ
り
来
迎
し
給
う
」
と
明
文
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
心
不
退
に
仰
信
す
れ
ば
よ
い
と
す
る

良
忠
の
説
示
は
、
聖
冏
の
「
単
信
の
大
信
」
を
重
視
す
る
思
想
に
影

響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

八
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
で
は
「
第
二
重
」
に
説
か
れ
る
「
施
化
利
生
門
」
と

「
発
迹
入
源
門
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
聖
冏
が
「
第
二
重
」
で
示

し
た
内
容
と
は
、
浄
土
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」

は
他
宗
の
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
よ
り
も
勝
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
最
も
勝
れ
た
浄
土
宗
の
「
発
迹
入
源
門
」
は
「
単

信
の
大
信
」
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
冏
が
「
施
化
利
生

門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
の
二
門
を
立
て
た
背
景
に
は
、
良
忠
の

『
伝
通
記
』
の
説
示
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
冏
と

良
忠
の
異
な
る
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
良
忠
は
『
観
経
疏
』
の
文
を

「
施
化
利
生
」
と
「
発
迹
入
源
」
に
分
類
し
て
解
釈
を
施
し
た
の
に

対
し
、
聖
冏
は
「
第
二
重
」
で
浄
土
宗
と
他
宗
の
「
施
化
利
生
門
」

と
「
発
迹
入
源
門
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
勝
劣
を
論
じ
た
点
で
あ
ろ

う
。
浄
土
宗
と
他
宗
の
勝
劣
を
論
じ
る
聖
冏
の
立
場
は
「
二
蔵
二
教

二
頓
教
判
」
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
第
二
重
」
で
示
さ
れ

る
「
施
化
利
生
門
」
と
「
発
迹
入
源
門
」
も
こ
う
し
た
立
場
か
ら
論

じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

１　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下

２　

香
林
亮
善
氏
「
冏
師
の
本
願
観
―
特
に
信
に
つ
い
て
―
」（『
大
正
大
学
浄

土
学
研
究
室
大
学
院
紀
要
』
四
、
一
頁
～
三
頁
）

３　

服
部
淳
一
氏
『
聖
冏
上
人
―
繊
月
の
教
え
』（
文
化
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

４　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下

５　
『
教
相
枢
要
鈔
』
一
〇
丁
ウ
～
一
一
丁
オ

６　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下

７　
『
浄
全
』
一
二
、
七
七
八
頁
下
～
七
七
九
頁
上

８　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
八
頁
下
～
七
三
九
頁
上

９　
『
正
蔵
』
七
七
、
三
八
三
頁
上

10　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上

11　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上

12　
『
浄
全
』
一
二
、
七
七
八
頁
下

13　
『
浄
全
』
一
二
、
七
四
〇
頁
下

14　
『
浄
全
』
一
二
、
七
四
一
頁
上　
『
観
経
疏
』（『
浄
全
』
二
、
二
頁
上
）

15　
『
浄
全
』
一
二
、
七
四
一
頁
上　
『
往
生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
、
三
六
七
頁

下
）

16　
『
浄
全
』
一
二
、
七
三
九
頁
上
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17　
『
浄
全
』
一
二
、
七
四
〇
頁
上

18　
『
浄
全
』
二
、
二
頁
上

19　
『
浄
全
』
二
、
一
三
三
頁
上

20　
『
浄
全
』
二
、
一
三
四
頁
下

21　
『
浄
全
』
二
、
一
三
四
頁
下

22　
『
浄
全
』
二
、
一
二
八
頁
下
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浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
③
『
観
経
』
理
解
に
つ
い
て

齊　

藤　

舜　

健

一
．
は
じ
め
に

　

浄
土
宗
を
始
め
、
真
宗
・
浄
土
真
宗
な
ど
我
が
国
の
浄
土
教
系
教

団
で
は
浄
土
三
部
経
（
以
下
、
三
部
経
）
を
所
依
の
経
典
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
三
部
経
の
翻
訳
、
解
説
書
が
数
多
く
著
さ
れ
て
き
た
。

同
じ
く
三
部
経
を
所
依
と
す
る
と
は
い
え
、
浄
土
宗
と
真
宗
の
間
に

は
教
義
上
の
相
違
が
相
当
に
あ
り
、
そ
れ
が
三
部
経
の
解
釈
や
理
解

の
仕
方
の
違
い
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
る
。

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
は
、
八
百
年
遠
忌
事
業
の
一
つ
と
し
て
三

部
経
の
現
代
語
訳
を
行
っ
た（
１
）。

こ
れ
は
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
す
る
三

部
経
解
釈
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
翻
訳
で
あ
っ
た
。
今
回
、
そ

れ
を
受
け
て
特
に
浄
土
宗
と
真
宗
と
の
相
違
を
示
す
こ
と
で
浄
土
宗

の
三
部
経
理
解
を
よ
り
明
確
に
示
す
べ
く
、
総
研
叢
書
の
一
つ
と
し

て
『
浄
土
宗
の
「
浄
土
三
部
経
」
理
解
―
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の

相
違
を
め
ぐ
っ
て
―（
２
）』

を
刊
行
し
た
。
筆
者
は
そ
の
中
で
、「
第
三

章　

浄
土
宗
の
『
観
無
量
寿
経
』
理
解
」
と
し
て
『
観
経
』
を
担
当

し
た
。
そ
の
際
に
『
観
経
』
序
分
に
説
か
れ
る
阿
闍
世
の
逆
罪
に
触

れ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
少
々
掘
り
下
げ
て
検
討
し
、

浄
土
宗
の
三
部
経
理
解
に
対
す
る
真
宗
的
な
理
解
の
特
徴
を
示
し
て

み
た
い
。

二
．
浄
土
宗
の
立
場

二
．
一
．
三
部
経
の
関
係

　

ま
ず
、
浄
土
宗
に
お
い
て
三
部
経
の
各
経
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
る
の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

弁
長
は
『
西
宗
要
』
一
に
お
い
て
、

こ
の
『
観
経
』『
弥
陀
経
』『
無
量
寿
経
』
は
等
し
く
浄
土
往
生

の
経
、
本
意
は
一
な
り
と
云
う
事
な
り
（『
浄
全
』10, 132a

）。
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と
い
う
。
こ
れ
が
三
部
経
に
対
す
る
浄
土
宗
の
基
本
的
な
立
場
で
あ

っ
て
、
三
部
経
そ
れ
ぞ
れ
は
、
浄
土
往
生
の
経
と
し
て
斉
等
な
価
値

を
も
つ
も
の
と
考
え
る
。
一
方
で
、
聖
冏
は
『
教
相
十
八
通
』
上
に

「
総
依
三
経
別
依
一
経
と
い
ふ
事
有
り
。
云
ふ
所
の
別
依
一
経
と
は

観
経
是
な
り
（
浄
全12, 736b

）」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
正
依
三

経
の
中
に
於
て
、
大
師
は
正
く
何
れ
の
経
に
依
て
浄
土
宗
の
宗
義
を

立
て
た
ま
ふ
や
（
同
、736b
）」
と
い
う
問
い
を
承
け
て
の
言
で
あ

っ
て
、
法
然
上
人
が
三
部
経
の
い
づ
れ
に
依
っ
て
浄
土
宗
の
宗
義
を

確
立
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
三
部
経
各

経
の
間
の
価
値
の
上
下
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、

あ
る
経
典
の
説
時
は
必
ず
特
定
の
時
に
限
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
複

数
の
経
典
の
間
に
は
自
ず
と
説
時
の
前
後
の
関
係（
３
）が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
に
各
経
そ
れ
ぞ
れ
の
説
示
内
容
の
意
味
づ
け
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
法
然
上
人
が
三
部
経
の
説
時
の
前
後

を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
確
認
し
て

み
よ
う
。
ま
ず
、『
無
量
寿
経
』
と
『
観
経
』
の
関
係
に
つ
い
て
、

『
観
経
釈
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
に
前
後
を
定
む
と
は
、『
寿
経
』『
観
経
』
の
前
後
、
暗
に
以

て
定
め
難
し
。
今
、
一
意
に
依
て
、
先
づ
『
寿
経
』、
後
此
の

経
。
文
有
り
、
理
有
り
。
先
ず
文
と
は
、
此
に
亦
た
三
有
り
。

一
に
は
「
華
座
観
」
の
文
に
「
法
蔵
比
丘
の
願
力
所
成
」
と
云

へ
り
。
今
、
此
の
文
に
依
る
に
、
前
き
に
寿
経
に
彼
の
願
を
説

く
を
も
っ
て
、
今
、
彼
を
指
し
て
願
力
所
成
と
云
ふ
。
故
に
知

ぬ
、『
寿
経
』
は
前
、
此
の
経
は
後
な
り
。〈
中
略
〉
次
に
理
有

り
と
は
、『
寿
経
』
の
中
に
彼
仏
の
発
心
修
行
、
依
正
二
報
を

説
く
。
今
経
に
は
彼
の
依
正
之
説
に
付
て
、
此
の
十
三
観
を
云

ふ
。
故
に
知
ぬ
、
寿
前
観
後
な
り
（『
昭
法
全
』p. 97

―98

）。

『
無
量
寿
経
』
が
先
に
説
か
れ
、『
観
経
』
が
後
で
説
か
れ
た
と
位
置

付
け
る
。『
観
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
阿

弥
陀
経
釈
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

上
の
『
観
経
』
中
に
始
め
に
は
広
く
諸
行
を
説
て
、
遍
に
機
縁

に
逗
ま
る
。
後
は
諸
行
を
廃
す
。
只
念
仏
一
門
な
り
。〈
中
略
〉

故
に
今
此
経
（
＝
『
阿
弥
陀
経
』）
は
諸
行
往
生
を
廃
し
て
、

復
次
に
但
念
仏
往
生
を
明
か
す
（『
昭
法
全
』p. 133

）。

と
し
て
、『
観
経
』
が
先
、『
阿
弥
陀
経
』
が
後
、
と
い
う
次
第
を
定

め
る
。

　

傍
線
部
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
（（
）
内
は

付
加
）。

・『
無
量
寿
経
』
で
は
阿
弥
陀
仏
の
成
り
立
ち
と
し
て
法
蔵
菩
薩

の
発
心
修
行
や
、
極
楽
の
依
正
二
報
、（
生
因
と
し
て
三
輩
に
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念
仏
と
諸
行
）
を
説
く
。

・
そ
の
依
正
二
報
を
受
け
て
、『
観
経
』
で
は
十
三
観
を
説
き
、

生
因
と
し
て
九
品
の
諸
行
を
説
く
が
、
最
後
に
諸
行
を
廃
し
て

念
仏
の
一
行
に
結
帰
す
る
。

・『
阿
弥
陀
経
』
で
は
す
で
に
諸
行
往
生
を
廃
捨
し
た
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
て
、
徹
頭
徹
尾
念
仏
往
生
の
一
行
の
み
を
明
か
す
。

と
い
う
次
第
の
位
置
づ
け
と
な
ろ
う
。
こ
の
中
で
用
い
ら
れ
る
念
仏

や
往
生
の
語
は
ど
れ
も
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
説
時
の
次
第
が
設
定
で
き
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
三
部
経
に
共

通
し
て
説
か
れ
る
念
仏
は
、
ど
れ
も
同
じ
選
択
本
願
念
仏
で
あ
り
、

口
称
の
念
仏
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
部
経
に
説
か
れ
る
念
仏
や

往
生
に
違
い
を
全
く
認
め
な
い
。

二
．
二
．
阿
弥
陀
仏
観
・
経
典
観

　

こ
の
よ
う
な
理
解
を
通
し
て
、
三
部
経
全
体
で
口
称
の
念
仏
を
往

生
行
と
し
て
説
示
し
て
い
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
手
続
き
は
、
概

ね
三
部
経
の
記
述
に
特
別
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
無
く
、
法
蔵
菩
薩

の
四
十
八
願
建
立
と
そ
の
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
願
お
よ
び
願
成
就
、

定
散
両
門
に
対
し
て
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
、
念
仏
一
行
で
の
往
生
を

説
き
そ
れ
を
六
方
の
諸
仏
が
誠
で
あ
る
と
証
明
し
た
、
と
い
う
三
部

経
の
言
葉
通
り
の
理
解
に
よ
る
。『
無
量
寿
経
』
の
法
蔵
説
話
で
あ

れ
、『
観
経
』
序
分
に
説
か
れ
る
阿
闍
世
の
逆
罪
で
あ
れ
、
そ
れ
を

経
典
に
説
か
れ
る
言
葉
の
ま
ま
に
事
実
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で

可
能
に
な
る
結
論
で
あ
る
。
特
別
な
解
釈
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
乃

至
十
念
を
下
至
十
声
と
読
み
替
え
る
「
念
声
是
一
論
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
弥
陀
の
応
現
た
る
善
導
の
説
示
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

　

法
然
上
人
、
浄
土
宗
に
於
け
る
三
部
経
の
受
け
止
め
方
は
、
三
部

経
の
記
述
を
事
実
と
し
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
と

し
て
、
法
蔵
説
話
に
基
づ
く
阿
弥
陀
仏
の
成
立
ち
＝
酬
因
感
果
が
導

き
出
さ
れ
承
認
さ
れ
、
願
と
願
成
就
の
関
係
を
も
っ
て
念
仏
に
よ
る

死
後
の
往
生
が
事
実
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
観
経
』
所
説

の
提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
罪
も
特
に
解
釈
を
加
え
る
こ
と
な
く
事
実
と

し
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
逆
謗
摂
不
摂
の
議
論
も
そ
の
立
場

か
ら
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
三
部
経
の
文
言
を
ほ
ぼ
言

葉
通
り
、
あ
ら
筋
ど
う
り
に
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
．
親
鸞
・
真
宗
の
場
合

　

そ
れ
で
は
、
対
す
る
親
鸞
、
真
宗
的
な
解
釈
で
は
ど
の
よ
う
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

親
鸞
は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
お
い
て
、『
観
経
』
の
所
説
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を
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
。

観
経
往
生
と
い
ふ
は
、
修
諸
功
徳
の
願
（
第
十
九
願
）
に
よ
り
、

至
心
発
願
の
ち
か
ひ
に
い
り
て
、
万
善
諸
行
の
自
善
を
回
向
し

て
浄
土
を
欣
慕
せ
し
む
る
な
り
。
し
か
れ
ば
、『
無
量
寿
仏
観

経
』
に
は
、
定
善
・
散
善
、
三
福
九
品
の
諸
善
、
あ
る
い
は
自

力
の
称
名
念
仏
を
説
き
て
、
九
品
往
生
を
す
す
め
た
ま
へ
り
。

こ
れ
は
他
力
の
な
か
に
自
力
を
宗
致
と
し
た
ま
へ
り
。
こ
の
ゆ

ゑ
に
観
経
往
生
と
申
す
は
、
こ
れ
み
な
方
便
化
土
の
往
生
な
り
。

こ
れ
を
双
樹
林
下
往
生
と
申
す
な
り
（『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』

『
真
宗
聖
典
』p. 630

―631

）。

『
観
経
』
の
念
仏
は
自
力
の
念
仏
で
あ
り
、
自
力
の
念
仏
に
よ
っ
て

方
便
化
土
す
な
わ
ち
娑
羅
双
樹
の
下
で
入
滅
を
現
す
が
如
き
化
土
に

往
生
す
る
と
い
う
。
こ
れ
を
観
経
往
生
と
い
う
。

　

ま
た
、
親
鸞
は
『
愚
禿
鈔
』
に
て
『
観
経
』
の
三
心
を
次
の
よ
う

に
言
う
。

ひ
そ
か
に
『
観
経
』
の
三
心
往
生
を
案
ず
れ
ば
、
こ
れ
す
な
は

ち
諸
機
自
力
各
別
の
三
心
な
り
。『
大
経
』
の
三
信
に
帰
せ
し

め
ん
が
た
め
な
り
、
諸
機
を
勧
誘
し
て
三
信
に
通
入
せ
し
め
ん

と
欲
ふ
な
り
。
三
信
と
は
、
こ
れ
す
な
は
ち
金
剛
の
真
心
、
不

可
思
議
の
信
心
海
な
り
。
ま
た
「
即
往
生
」
と
は
、
こ
れ
す
な

は
ち
難
思
議
往
生
、
真
の
報
土
な
り
。「
便
往
生
」
と
は
、
す

な
は
ち
こ
れ
諸
機
各
別
の
業
因
果
成
の
土
な
り
、
胎
宮
・
辺

地
・
懈
慢
界
、
双
樹
林
下
往
生
な
り
、
ま
た
難
思
往
生
な
り
と
、

知
る
べ
し
（『
浄
土
真
宗
聖
典
』
注
釈
版p. 541

）。

『
観
経
』
の
三
心
を
自
力
の
三
心
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
胎
宮
・

辺
地
・
懈
慢
界
、
双
樹
林
下
往
生
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
一

方
『
無
量
寿
経
』
の
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
我
国
」
を
三
信
と
し
、

こ
の
三
信
が
金
剛
の
真
心
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
の
報
土
に

往
生
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
『
観
経
』
の
三
心
を
自
力
の
三
心
と
し
、

こ
れ
を
通
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
三
信
に
帰
入
さ
せ
る
も
の
と
考
え

る
。『
観
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
に
説
く
念
仏
、
往
生
を
異
な
る
価

値
の
も
の
と
位
置
づ
け
、『
観
経
』
の
そ
れ
を
『
無
量
寿
経
』
の
そ

れ
と
比
べ
て
劣
っ
た
自
力
の
念
仏
、
劣
っ
た
化
土
へ
の
往
生
と
捉
え

る
。
も
っ
と
も
、
窮
極
的
に
は
隠
れ
て
彰
わ
さ
れ
た
意
味
と
し
て
は

三
経
一
致
門
の
立
場
か
ら
選
択
本
願
を
宗
と
し
、
他
力
念
仏
往
生
を

説
く
と
見
な
す
（
隠
彰
）
が
、
経
典
の
文
言
に
顕
ら
か
に
説
か
れ
た

内
容
（
顕
説
）
に
は
価
値
の
上
下
を
設
け
る
の
で
あ
る
。
同
じ
往

生
・
念
仏
と
い
う
言
葉
に
『
観
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
と
で
は
別
の

意
味
を
与
え
る
わ
け
で
あ
る（
４
）。

　

こ
の
よ
う
に
経
典
の
文
言
に
対
し
て
特
別
の
意
味
づ
け
を
与
え
る
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解
釈
を
す
る
の
は
、
法
蔵
説
話
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
例
え

ば
親
鸞
『
浄
土
和
讃
』「
大
経
讃
」
に
は
、

　
　

弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

　
　
　

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど

　
　
　

塵
点
久
遠
劫
よ
り
も

　

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
ふ
（『
浄
土
和
讃
』
大
経
讃
、『
浄

土
真
宗
聖
典
』
注
釈
版p. 566

）

と
言
っ
て
、『
無
量
寿
経
』
に
説
く
「
十
劫
正
覚
」
の
説
を
経
説
そ

の
ま
ま
で
は
な
く
、
実
は
十
劫
正
覚
の
は
る
か
以
前
に
成
道
し
た
仏

と
見
な
す
。
或
い
は
、
存
覚
『
持
名
鈔
』
に
は
、

お
ほ
よ
そ
阿
弥
陀
如
来
は
三
世
の
諸
仏
の
本
師
な
れ
ば
、
久
遠

実
成
の
古
仏
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
、
衆
生
の
往
生
を
決
定
せ
ん

が
た
め
に
、
し
ば
ら
く
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
て
、
そ
の
正
覚
を

成
じ
た
ま
へ
り
（
存
覚
『
持
名
鈔
』
真
宗
聖
典1000
―1001
）。

と
い
う
よ
う
に
、
法
蔵
説
話
自
体
を
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
仏
に
よ
る

自
作
自
演
の
物
語
と
位
置
付
け
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
浄
土
和
讃
』

「
諸
経
讃
」
に
、

　
　

久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏

　
　

五
濁
の
凡
愚
を
あ
は
れ
み
て

　
　

釈
迦
牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ

迦
耶
城
に
は
応
現
す
る
（『
浄
土
真
宗
聖
典
』
注
釈
版p. 572

）

と
い
う
よ
う
に
、
釈
尊
す
ら
弥
陀
の
応
現
と
い
う
位
置
づ
け
に
さ
れ

て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
、
三
部
経
の
所
説
を
経
典
の
文
言
ど
お
り
で

は
な
く
、「
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
三
部
経
に
は
存
在
し

な
い
表
現
、
理
解
に
基
づ
い
て
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
理
解
で
あ
ろ
う
。

四
．
阿
闍
世
と
提
婆
は
何
者
か

　

三
部
経
に
説
か
れ
る
記
事
を
、
そ
の
ま
ま
言
葉
通
り
に
受
け
止
め

る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
立
場
か
ら
読
み
替
え
、
阿
弥
陀
仏
に
よ

っ
て
演
出
さ
れ
た
こ
と
が
ら
と
位
置
付
け
る
見
か
た
は
、『
観
経
』

序
分
の
阿
闍
世
の
逆
罪
の
解
釈
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。

　

以
下
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
事
件
を
抄
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

〔
〕
内
は
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
に
よ
る
現
代
語
訳
で
あ
る
。

爾
時
王
舎
大
城
、
有
一
太
子
、
名
阿
闍
世
、
随
順
調
達
悪
友
之

教
、
収
執
父
王
頻
婆
娑
羅
、
幽
閉
置
於
七
重
室
内
、
制
諸
群
臣

一
不
得
往
（『
浄
土
宗
聖
典
』1, p. 139

）〈
中
略
〉

時
阿
闍
世
、
聞
此
語
已
、
怒
其
母
曰
、「
我
母
是
賊
、
与
賊
為

伴
。
沙
門
悪
人
、
幻
惑
呪
術
令
此
悪
王
多
日
不
死
」。
即
執
利



─ 137 ─

剣
。
欲
害
其
母
。〈
中
略
〉
即
便
捨
剣
、
止
不
害
母
。
勅
語
内

宦
、
閉
置
深
宮
、
不
令
復
出
（『
浄
土
宗
聖
典
』1, p. 141

―

142
）

〔
さ
て
そ
の
頃
、
都
の
王
舍
城
内
に
一
人
の
王
子
が
い
た
。
そ

の
名
を
阿
闍
世
と
い
う
。〔
王
子
は
〕
悪
友
の
提
婆
達
多
か
ら

〔
王
位
を
奪
う
よ
う
〕
そ
そ
の
か
さ
れ
、〔
つ
い
に
彼
の
悪
企
み

に
〕
心
が
な
び
い
て
し
ま
っ
た
。〔
そ
し
て
血
迷
っ
た
王
子
は
〕

父
で
あ
る
〔
マ
ガ
ダ
〕
国
王
・
頻
婆
娑
羅
を
拘
束
し
て
監
禁
し
、

〔
宮
殿
内
の
〕
七
重
に
も
壁
を
巡
ら
せ
た
室
内
に
留
置
し
た
の

で
あ
る
。〔
し
か
も
〕
多
勢
い
る
家
臣
た
ち
を
制
止
し
て
、〔
そ

こ
へ
は
〕
誰
一
人
と
し
て
近
付
か
せ
な
か
っ
た
。〕〈
中
略
〉

門
番
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
、〔
は
じ
め
て
事
の
次
第
を
知

っ
た
〕
阿
闍
世
は
母
に
対
し
て
怒
り
狂
い
、
そ
し
て
言
い
放
っ

た
。「
我
が
母
〔
は
い
え
こ
の
者
〕
は
反
逆
者
で
あ
る
。
反
逆

者
〔
で
あ
る
父
〕
に
く
み
し
た
か
ら
で
あ
る
。
目
連
や
富
樓
那

に
し
て
も
悪
人
で
あ
る
。
怪
し
げ
な
妖
術
を
駆
使
し
て
、
こ
の

悪
し
き
王
を
何
日
も
為
做
せ
ず
に
い
た
で
は
な
い
か
」。〔
こ
の

よ
う
に
言
う
や
い
な
や
〕
手
に
刀
を
取
り
、
自
ら
の
母
親
を
切

り
捨
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉
剣
を
捨
て
置
い
て

母
の
殺
害
を
思
い
と
ど
ま
っ
っ
た
。〔
こ
の
よ
う
に
し
て
、
王

覇
母
の
殺
害
を
思
い
と
ど
ま
り
は
し
た
が
〕
王
妃
に
仕
え
る
者

た
ち
に
命
令
し
て
、〔
王
妃
を
〕
宮
殿
の
奥
深
く
に
閉
じ
込
め
、

二
度
と
〔
部
屋
か
ら
外
に
〕
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。〕

　
『
観
経
』
の
こ
の
経
説
は
、
親
鸞
、
あ
る
い
は
真
宗
系
の
解
釈
で

は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。『
教
行
信
証
』
序
に
、

ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る

大
船
、
無
礙
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
恵
日
な
り
。
し
か

れ
ば
す
な
は
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
（
提
婆
達
多
）、
闍

世
（
阿
闍
世
）
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
（
調
達
闍
世
興
逆

害
）。
浄
業
機
彰
れ
て
、
釈
迦
、
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し

め
た
ま
へ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
権
化
の
仁
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌

を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
ま
さ
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
。

ゆ
ゑ
に
知
ん
ぬ
、
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す

正
智
、
難
信
金
剛
の
信
楽
は
疑
を
除
き
証
を
獲
し
む
る
真
理
な

り
と
（『
教
行
信
証
』
序
、『
浄
土
真
宗
聖
典
』
注
釈
版p. 

131

）。

と
い
う
。
傍
線
部
は
、「
調
達
が
阿
闍
世
に
逆
害
を
興
さ
せ
た
」
と

い
う
意
味
で
、『
観
経
』
の
説
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く
親
鸞
の
『
浄
土
和
讃
』「
観
経
讃
」
の
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さ
ら
に
大
正
時
代
に
真
宗
京
都
中
学
に
て
編
纂
さ
れ
た
『
浄
土
和
讃

講
話
』
で
は
、

彌
陀
釋
迦
の
二
尊
が
衆
生
濟
度
の
方
便
の
爲
に
、
阿
難
、
目
連
、

富
樓
那
、
韋
提
、
達
多
、
闍
王
、
頻
婆
娑
羅
、
耆
婆
、
月
光
、

行
雨
等
の
大
聖
を
し
て
、
彼
の
王
舍
城
の
大
事
件
を
引
き
起
こ

さ
せ
て
…

そ
れ
ゆ
ゑ
事
件
の
眞
相
を
い
へ
ば
、
大
王
も
太
子
も
大
臣
も
皆

そ
の
本
地
は
淨
土
の
大
菩
薩
で
あ
る
が
、
是
等
の
大
菩
薩
が
か

り
に
人
間
と
形
を
か
へ
て
、
身
想
羸
劣
の
姿
を
お
示
し
下
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
之
れ
は
外
で
も
な
い
、
右
に
述
べ
た
通
り
、
全

く
淨
土
教
を
説
く
べ
き
機
縁
が
熟
し
た
ゆ
ゑ
に
彌
陀
釋
迦
二
尊

を
初
め
、
韋
提
闍
王
等
が
、
か
り
に
一
場
の
芝
居
を
演
ぜ
ら
れ

た
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
（
真
宗
京
都
中
学
編

『
浄
土
和
讃
講
話
』、
大
正
２
、p. 184

―185

）。

と
ま
で
述
べ
て
、『
観
経
』
序
分
の
阿
闍
世
の
逆
罪
に
関
す
る
記
事

そ
の
も
の
が
「
一
場
の
芝
居
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
理
解
は
、
善
導
の
「
夫
人
是
凡
非
聖
」（『
観
経
疏
』「
序
分
義
」、

浄
全2, 33a

）
と
食
い
違
う
も
の
で
あ
り
、
善
導
の
立
場
に
依
る
浄

土
宗
の
韋
提
希
理
解
と
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

以
上
、
一
例
と
し
て
『
観
経
』
序
分
の
親
鸞
、
真
宗
的
な
解
釈
を

　
　

釈
迦
韋
提
方
便
し
て

　
　
　

浄
土
の
機
縁
熟
す
れ
ば

　
　
　

雨
行
大
臣
証
と
し
て

　

闍
王
逆
悪
興
ぜ
し
む
（『
浄
土
和
讃
』
観
経
讃
、『
浄
土
真
宗

聖
典
』
注
釈
版p. 570

）

に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
阿
闍
世
に
逆
罪
を
犯
さ
せ
た
と
い
う
理
解
と
な

っ
て
し
ま
う
。

　

江
戸
時
代
の
真
宗
大
谷
派
の
学
僧
深
励
の
『
観
無
量
寿
経
講
義
』

一
に
は
、

釋
迦
如
來
ハ
善
人
ノ
御
頭
ラ
、
提
婆
ハ
惡
人
ノ
御
頭
ラ
、
大
經

讃
ノ
前
ノ
處
ニ
提
婆
尊
者
ヲ
釋
迦
如
來
ト
同
ク
大
筆
ニ
書
テ
ア

ル
ハ
コ
ノ
譯
ナ
リ
。
提
婆
尊
者
モ
コ
ノ
觀
經
デ
ハ
キ
ツ
イ
大
役

テ
、
釋
迦
如
來
ト
ハ
リ
ア
フ
テ
阿
闍
世
ヲ
シ
テ
述
害
ヲ
造
ラ
シ

メ
タ

〈
中
略
〉
權
化
ノ
仁
ト
ハ
、
上
ノ
段
ニ
擧
ル
ト
コ
ロ
ノ
提
婆
阿

闍
世
韋
提
夫
人
等
ハ
佛
菩
薩
ノ
カ
リ
ニ
凡
夫
ノ
相
ヲ
顯
ハ
サ
セ

ラ
レ
タ
權
化
チ
ヤ
ト
ナ
リ

と
述
べ
、
提
婆
達
多
を
釈
尊
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
と
位
置
づ

け
、
提
婆
・
阿
闍
世
・
韋
提
希
ま
で
も
仏
菩
薩
が
か
り
に
凡
夫
の
相

を
あ
ら
わ
し
た
存
在
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
か
ら
、
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示
し
た
が
、
同
じ
三
部
経
を
所
依
の
経
と
し
、
往
生
や
念
仏
、
三
心

と
い
っ
た
共
通
の
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
基
づ
く
経
典
観
は
浄

土
宗
と
真
宗
の
そ
れ
と
で
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
故
に
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
教
理
に
は
浄
土
宗
の
そ
れ
と
大
き
な
違
い
が
現
れ
る
こ

と
に
な
る
。

１　

平
成
14
年
か
ら
23
年
に
か
け
て
。
成
果
と
し
て
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三

部
経
』（
浄
土
宗
出
版
、
平
成
23
年
４
月
７
日
）
を
上
梓
。

２　

林
田
康
順
、
袖
山
榮
輝
、
齊
藤
舜
健
、
石
田
一
裕
著
。
浄
土
宗
総
合
研
究

所
・
平
成
26
年
３
月
31
日
。

３　

こ
こ
で
い
う
説
時
の
前
後
は
経
典
成
立
史
の
観
点
か
ら
い
う
も
の
で
は
な

い
。

４　

林
田
康
順
「
法
然
上
人
と
「
浄
土
三
部
経
」」、『
浄
土
宗
の
「
浄
土
三
部

経
」
理
解
―
法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
―
』
第
一
章
参
照
。



─ 140 ─

①
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
教
え
に
つ
い
て
、
田
村
芳
朗

氏
は
『
鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
に
お
い
て
不
二
絶
対
（
絶
対
的

一
元
論
）
か
ら
而
二
相
対
（
相
対
的
二
元
論
）
へ
の
展
開
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
が
「
阿
弥
陀
仏
―
救
済
者
・
凡

夫
―
被
救
済
者
」「
極
楽
浄
土
―
欣
求
・
娑
婆
（
穢
土
）
―
厭
離
」

と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

本
論
で
は
法
然
と
近
い
時
代
に
お
い
て
浄
土
教
に
関
心
を
有
し
た

諸
師
の
思
想
を
参
照
し
つ
つ
、
法
然
が
娑
婆
と
浄
土
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
の
か
再
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が

あ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

②
他
宗
の
諸
師
に
お
け
る
娑
婆
の
捉
え
方

◇
新
義
真
言
宗
覚
鑁
（
一
〇
九
五
―一
一
四
三
）

　

覚
鑁
は
『
一
期
大
要
秘
密
集
』
の
「
七
に
極
楽
を
観
念
す
る
用
心

門
」
に
お
い
て
は
、
密
教
の
立
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。顕

教
に
云
く
、
極
樂
と
は
、
是
れ
よ
り
西
方
十
萬
億
を
過
て
佛

土
あ
り
。
佛
は
是
れ
彌
陀
、
宝マ

マ蔵
比
丘
の
証
果
な
り
と
。
密
教

に
云
く
、
十
方
の
極
楽
は
皆
な
是
れ
一
佛
の
土
な
り
。
一
切
如

來
は
皆
な
是
れ
一
佛
身
な
り
と
。
娑
婆
に
殊
し
て
更
に
極
楽
を

観
ず
る
こ
と
無
し
。
何
ぞ
必
し
も
十
萬
億
土
を
隔
て
ん
。
大
日

を
離
れ
て
別
に
弥
陀
有
る
に
あ
ら
ず
。
又
何
ぞ
寶
蔵
唱
覚
の
彌

陀
な
ら
む
や
。
密
厳
浄
土
は
大
日
の
宮
位
、
極
楽
世
界
は
彌
陀

法
然
上
人
の
世
界
観

―
而
二
相
対
論
の
意
義
に
つ
い
て
―

曽　

根　

宣　

雄
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の
心
地
な
り
。
彌
陀
は
大
日
の
智
用
、
大
日
は
彌
陀
の
理
體
な

り
。
密
厳
は
極
楽
之
総
體
、
極
楽
は
密
厳
の
別
徳
な
り
。
最
上

の
妙
薬
、
密
嚴
に
こ
れ
を
集
む
。
極
楽
の
稱
、
彌
陀
の
號
、
是

よ
り
起
る
。
然
に
彼
の
極
楽
は
何
れ
の
處
ぞ
、
十
方
に
遍
ぜ
り
。

観
念
の
禪
房
、
あ
に
異
處
に
あ
ら
ん
や
。
此
の
如
く
観
ず
る
時
、

娑
婆
を
忽
に
起
た
ず
し
て
極
楽
に
生
ず
。
我
が
身
彌
陀
に
入
り

ぬ
。
彌
陀
を
替
え
ず
し
て
卽
ち
大
日
と
成
る
。
吾
が
身
大
日
よ

り
出
ず
、
是
れ
即
ち
即
身
成
仏
の
妙
観
な
り（
１
）。

　

顕
教
に
お
け
る
極
楽
と
は
西
方
十
万
億
土
を
隔
て
た
浄
土
で
あ
り
、

宝
蔵
比
丘
の
成
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
を
説
く
が
、
密
教
に
お
い
て
は
、

十
方
の
浄
土
は
い
ず
れ
も
一
仏
の
土
（
密
厳
浄
土
）
で
あ
り
、
一
切

の
如
来
は
一
仏
の
身
（
大
日
如
来
）
で
あ
る
と
す
る
。
大
日
如
来
を

離
れ
て
別
に
阿
弥
陀
仏
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

「
阿
弥
陀
仏
＝
大
日
如
来
の
智
用
、
大
日
如
来
＝
阿
弥
陀
仏
の
理
体
」

「
密
厳
浄
土
＝
極
楽
の
総
体
、
極
楽
＝
密
厳
の
別
徳
」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
観
じ
る
時
、
娑
婆
に
い
る
ま
ま

で
忽
ち
極
楽
に
生
ま
れ
、
我
が
身
が
阿
弥
陀
仏
の
中
に
入
り
、
そ
の

ま
ま
で
大
日
如
来
と
な
り
、
我
が
身
は
大
日
如
来
か
ら
出
る
と
し
、

こ
れ
が
即
身
成
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

◇
天
台
宗
忍
空
の
捉
え
方

　
『
勧
心
往
生
論
』
は
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
年
）
に
撰
述
さ
れ
、

久
寿
二
年
（
一
一
五
五
年
）
に
再
治
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
勧
心
往

生
論
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
に
万
法
即
ち
是
れ
弥
陀
な
る
こ
と
を
辨
ぜ
ば
、
即
ち
前
の

観
の
意
を
用
い
、
別
し
て
弥
陀
を
観
ず
な
り
。
阿
弥
陀
と
は
此

れ
無
量
寿
と
翻
す
。
あ
る
い
は
無
量
光
と
い
う
。
あ
る
い
は
無

量
清
浄
光
等
と
名
づ
く
。
無
量
寿
と
は
竪
の
利
益
を
顕
す
。
三

世
の
益
物
限
量
な
く
、
故
に
此
れ
法
身
常
住
の
妙
徳
を
表
す
。

無
量
光
と
は
横
の
利
益
を
顕
す
。
十
方
界
を
照
ら
し
て
摂
取
し

て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
此
れ
般
若
照
明
の
妙
徳
を
表
す
。
清
浄
光

と
は
利
益
の
用
を
顕
す
。
無
量
の
業
垢
を
消
滅
す
。
故
に
此
れ

解
脱
無
累
の
妙
徳
を
表
す
。
佛
徳
多
し
と
い
え
ど
も
、
三
徳
を

出
で
ず
。
三
徳
の
秘
蔵
は
万
徳
を
含
む（
２
）。

　

こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
に
三
徳
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
阿

弥
陀
仏
の
三
徳
と
し
て
「
無
量
寿
―
法
身
常
住
の
妙
徳
・
無
量
光
―

般
若
照
明
の
妙
徳
・
無
量
清
浄
光
―
解
脱
無
累
の
妙
徳
」
を
あ
げ
、

三
徳
は
万
徳
を
含
む
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

此
れ
三
徳
の
体
即
ち
是
れ
万
法
、
三
諦
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
き

が
故
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
万
法
即
ち
是
れ
弥
陀
な
り（
３
）。

と
述
べ
、
三
徳
の
体
が
即
万
法
で
あ
り
、
三
諦
で
な
い
こ
と
が
な
い
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と
い
う
故
に
万
法
（
一
切
）
が
阿
弥
陀
佛
の
顕
現
で
あ
る
と
し
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

苦
道
は
即
ち
法
身
な
り
。
無
始
生
死
、
二
死
、
三
界
、
四
生
、

五
趣
、
六
入
、
七
識
、
八
寒
八
熱
、
九
居
、
十
界
、
二
十
五
有
、

三
千
の
依
正
、
み
な
寂
静
の
門
な
り
。
即
ち
是
れ
弥
陀
内
証
の

妙
理
、
外
用
の
色
身
な
り（
４
）。

　

す
な
わ
ち
煩
悩
と
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
輪
廻
が
そ
の
ま
ま
法
身

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
無
始
よ
り
続
い
て
い
る
生
死
の

苦
し
み
等
は
い
ず
れ
も
寂
静
の
門
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

森
羅
万
象
す
べ
て
の
存
在
（
地
獄
ま
で
も
が
）
阿
弥
陀
仏
の
内
証
の

妙
理
、
外
用
の
色
身
の
顕
現
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
覚
鑁
は
阿
弥
陀
仏
を
大
日
如
来
の
顕
現
と
し
、
忍

空
は
万
法
の
弥
陀
を
説
い
て
い
る
。
表
現
は
異
な
る
も
の
の
阿
弥
陀

仏
が
真
如
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
顕
現
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
覚
鑁
及
び
忍
空
は
、
娑
婆
と

浄
土
を
相
即
関
係
（
一
元
的
）
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、
法
然
は
『
選
択
集
』
第
三
章
に
お
い
て
勝
劣
の
義
を

説
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
内
証
と
は
、
四
智
・
三
身
・
十

力
・
四
無
畏
等
の
所
証
の
理
（
内
な
る
悟
り
）
で
あ
り
、
外
用
と
は

相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
摂
化
利
生
の
用
（
救
済
の
は
た
ら

き
）
で
あ
る（
５
）。
つ
ま
り
法
然
の
説
く
内
証
外
用
と
い
う
の
は
、
本
願

を
成
就
さ
れ
た
救
済
者
阿
弥
陀
仏
の
有
す
る
功
徳
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
有
漏
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
無
漏
の
境
界
に
あ

っ
て
の
有
相
の
仏
で
あ
り
浄
土
で
あ
る
。
法
然
は
、
無
漏
有
漏
の
一

切
の
存
在
を
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

③
法
然
に
お
け
る
娑
婆
と
浄
土
の
捉
え
方

　
『
浄
土
宗
略
抄
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
度
生
死
を
離
る
る
道
、
浄
土
に
生
ま
る
る
に
過
ぎ
た
る
は

な
し
。
浄
土
に
生
ま
る
る
行
、
念
仏
に
過
ぎ
た
る
は
な
し
。
大

方
憂
き
世
を
出
で
て
仏
道
に
入
る
に
多
く
の
門
あ
り
と
い
え
ど

も
、
大
き
に
分
か
ち
て
二
門
を
出
で
ず
。
す
な
わ
ち
聖
道
門
と

浄
土
門
と
な
り
。

始
め
に
聖
道
門
と
い
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
り
な
が
ら
惑
を

断
ち
悟
を
開
く
道
な
り
。
こ
れ
に
つ
き
て
大
乗
の
聖
道
あ
り
、

小
乗
の
聖
道
あ
り
。
大
乗
に
ま
た
二
つ
あ
り
。
す
な
わ
ち
仏
乗

と
菩
薩
乗
と
な
り
。
こ
れ
ら
を
総
じ
て
四
乗
と
名
づ
く
。
た
だ

し
こ
れ
ら
は
み
な
こ
の
ご
ろ
の
我
ら
が
身
に
堪
え
た
る
事
に
あ

ら
ず
。
こ
の
故
に
道
綽
禅
師
は
「
聖
道
の
一
種
は
今
時
に
証
し

難
し
」
と
の
た
ま
え
り
。
さ
れ
ば
各
の
行
う
様
を
申
し
て
詮
な
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し
。
た
だ
聖
道
門
は
聞
き
遠
く
し
て
解
り
難
く
、
惑
い
易
く
し

て
我
が
分
に
思
い
も
よ
ら
ぬ
道
な
り
と
思
い
放
つ
べ
き
な
り
。

次
に
浄
土
門
と
い
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
。
か
の
国
に
生
ま
る
る
事
は
阿
弥
陀
仏

の
誓
に
て
、
人
の
善
悪
を
簡
ば
ず
た
だ
仏
の
誓
を
憑
み
憑
ま
ざ

る
に
よ
る
な
り（
６
）。

　

こ
こ
で
は
、「
聖
道
門
―
娑
婆
世
界
に
あ
り
な
が
ら
惑
い
を
断
ち

悟
り
を
開
く
、
浄
土
門
―
娑
婆
世
界
を
厭
い
捨
て
て
急
い
で
極
楽
に

生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
娑
婆
世
界
は
厭
い
捨
て
る
場

で
あ
り
、
極
楽
浄
土
こ
そ
が
目
指
す
べ
き
場
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
は
、

娑
婆
の
外
に
極
楽
あ
り
、
我
が
身
の
外
に
阿
弥
陀
仏
ま
し
ま
す

と
説
き
て
、
此
の
界
を
厭
い
、
彼
の
国
に
生
じ
て
無
生
忍
を
得

ん
と
の
旨
を
明
か
す
な
り（
７
）。

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
法
然
は
「
唯
心
の
浄
土
・
己
心
の
弥
陀
」
を

明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
法
然
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
所
求
で
あ
る

極
楽
浄
土
は
あ
く
ま
で
も
指
方
立
相
で
あ
り
、
所
帰
と
し
て
の
阿
弥

陀
仏
は
自
己
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
人
格
的
な
救
済
者
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
よ
り
、
法
然
が
「
娑
婆
と
浄
土
」「
凡
夫
と
娑
婆
」
を
相

即
関
係
で
捉
え
て
お
ら
ず
、
娑
婆
と
浄
土
を
明
確
に
峻
別
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

④
法
然
の
説
く
娑
婆
に
お
け
る
私
達
の
姿

　
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
に
は
、

煩
悩
具
足
し
て
悪
き
身
を
も
て
煩
悩
を
断
じ
悟
を
現
し
て
成
仏

す
と
心
得
て
昼
夜
に
励
め
ど
も
、
無
始
よ
り
貪
瞋
具
足
の
身
な

る
が
故
に
永
く
煩
悩
を
断
ず
る
事
難
き
な
り
。
か
く
断
じ
難
き

無
明
煩
悩
を
三
毒
具
足
の
心
に
て
断
ぜ
ん
と
す
る
事
、
喩
え
ば

須
弥
を
針
に
て
砕
き
大
海
を
芥
子
の
杓
に
て
汲
み
尽
く
さ
ん
が

ご
と
し
。
た
と
い
針
に
て
須
弥
を
砕
き
芥
子
の
杓
に
て
大
海
を

汲
み
尽
く
す
と
も
、
我
ら
が
悪
業
煩
悩
の
心
に
て
は
曠
劫
多
生

を
経
と
も
仏
に
成
ら
ん
事
難
し
。
そ
の
故
は
念
念
歩
歩
に
思
い

と
思
う
事
は
三
途
八
難
の
業
、
寐
て
も
寤
め
て
も
案
じ
と
案
ず

る
事
は
六
趣
四
生
の
絆
な
り
。
か
か
る
身
に
て
は
い
か
で
か
修

行
学
道
を
し
て
成
仏
は
す
べ
き
や
。
こ
れ
を
自
力
と
は
申
す
な

り（
８
）。

と
説
か
れ
、
私
達
は
無
明
煩
悩
を
具
足
し
た
存
在
で
あ
り
、
常
に
思

う
こ
と
は
三
途
八
難
の
業
で
あ
り
、
案
ず
る
こ
と
は
六
度
四
生
の
絆

に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
念
仏
往

生
要
義
抄
』
に
は
、
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そ
の
故
は
口
に
経
を
読
み
身
に
は
仏
を
礼
拝
す
れ
ど
も
心
に
は

思
わ
じ
事
の
み
思
わ
れ
て
一
時
も
止
ま
る
事
な
し
。
し
か
れ
ば

我
ら
が
身
を
も
て
い
か
で
か
生
死
を
離
る
べ
き
。
か
か
り
け
る

時
に
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
三
途
八
難
を
住
処
と
し
て
烔
燃
猛
火

に
身
を
焦
が
し
て
出
ず
る
期
な
か
り
け
る
な
り
。
悲
し
き
か
な

や
、
善
心
は
年
年
に
随
い
て
薄
く
な
り
、
悪
心
は
日
日
に
随
い

て
い
よ
い
よ
増
る
。
さ
れ
ば
古
人
の
い
え
る
事
あ
り
「
煩
悩
は

身
に
添
え
る
影
、
去
ら
ん
と
す
れ
ど
も
去
ら
ず
。
菩
提
は
水
に

浮
か
べ
る
月
、
取
ら
ん
と
す
れ
ど
も
取
ら
れ
ず
」
と（
９
）。

と
説
か
れ
、
善
心
は
年
ご
と
に
薄
く
な
り
、
悪
心
は
日
に
日
に
増
さ

る
の
が
、
凡
夫
の
現
実
の
姿
で
あ
り
、
煩
悩
は
身
に
添
う
影
で
あ
り

菩
提
は
水
に
写
っ
た
月
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
十
二
箇
条
の
問
答
』
に
は
、

問
い
て
い
わ
く
、
往
生
を
願
わ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
、
願
う
と
い
う

と
も
そ
の
心
勇
猛
な
ら
ず
。
ま
た
念
仏
を
卑
し
と
思
う
に
は
あ

ら
ず
、
行
じ
な
が
ら
疎
か
に
し
て
明
か
し
暮
ら
し
そ
う
ら
え
ば
、

か
か
る
身
な
れ
ば
い
か
に
も
こ
の
三
心
具
し
た
り
と
申
す
べ
く

も
な
し
。
さ
れ
ば
こ
の
度
の
往
生
を
ば
思
い
絶
え
そ
う
ろ
う
べ

き
に
や
。

答
え
て
い
わ
く
、
浄
土
を
欣
え
ど
も
熾
し
か
ら
ず
、
念
仏
す
れ

ど
も
心
の
ゆ
る
な
る
こ
と
を
嘆
く
は
往
生
の
こ
こ
ろ
ざ
し
の
な

き
に
は
あ
ら
ず
。
こ
こ
ろ
ざ
し
の
な
き
者
は
ゆ
る
な
る
を
も
嘆

か
ず
熾
し
か
ら
ぬ
を
も
悲
し
ま
ず
。
急
ぐ
道
に
は
足
の
遅
き
を

嘆
く
、
急
が
ざ
る
道
に
は
こ
れ
を
嘆
か
ざ
る
が
ご
と
し
。
ま
た

好
め
ば
お
の
ず
か
ら
発
心
す
と
申
す
事
も
あ
れ
ば
、
漸
漸
に
増

進
し
て
必
ず
往
生
す
べ
し
。
日
ご
ろ
十
悪
五
逆
を
造
れ
る
者
も

臨
終
に
初
め
て
善
知
識
に
遇
い
て
往
生
す
る
事
あ
り
。
い
わ
ん

や
往
生
を
願
い
念
仏
を
申
し
て
我
が
心
の
熾
し
か
ら
ぬ
こ
と
を

嘆
か
ん
人
を
ば
仏
も
哀
れ
み
菩
薩
も
護
り
て
、
障
を
除
き
知
識

に
遇
い
て
往
生
を
得
べ
き
な
り）

10
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。
往
生
を
願
わ
な
い
の
で
は
な
い
が
そ
の
心
が
勇

猛
で
な
く
、
念
仏
を
行
じ
な
が
ら
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
う
者
に
対

し
て
、
法
然
は
そ
の
よ
う
に
嘆
く
の
は
往
生
の
こ
こ
ろ
ざ
し
が
あ
る

証
拠
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
者
を
阿
弥
陀
仏
は
護
り
往
生
を

と
げ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
と
し
て
い
る
。

　
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
や
『
十
二
箇
条
の
問
答
』
に
示
さ
れ
る
内

容
は
、
い
ず
れ
も
浄
土
門
に
帰
し
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
私
達
凡
夫
と
い
う
の
は
、
往
生
浄
土
の
教
え
に
出
会
っ
て
も
、

娑
婆
に
お
い
て
常
に
煩
悩
に
苛
ま
れ
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
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示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

法
然
は
深
心
に
つ
い
て
、『
浄
土
宗
略
抄
』
に
お
い
て
、

始
め
に
我
が
身
の
程
を
信
じ
て
後
に
は
仏
の
誓
を
信
ず
る
な
り
。

後
の
信
心
の
た
め
に
始
め
の
信
を
ば
挙
ぐ
る
な
り）

11
（

。

と
述
べ
、
始
め
に
自
分
が
出
離
の
縁
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
信
じ
、

後
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
信
じ
る
と
い
う

の
は
、
信
法
の
た
め
の
信
機
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
換
言

す
る
な
ら
ば
、
娑
婆
に
お
け
る
凡
夫
が
仏
と
隔
別
の
存
在
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
信
機
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
浄
土
門
に
帰
入
し
た
と
し
て
も
、
娑
婆
に
お

け
る
私
達
は
決
し
て
煩
悩
を
滅
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

認
識
さ
せ
、
信
じ
せ
し
め
る
所
に
信
機
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
も
い
え
よ
う）

12
（

。

⑤
お
わ
り
に

　

覚
鑁
や
忍
空
が
娑
婆
と
浄
土
の
相
即
関
係
を
説
い
た
の
に
対
し
て

法
然
は
、
厭
う
べ
き
場
と
し
て
の
娑
婆
と
願
求
す
べ
き
場
と
し
て
の

浄
土
を
峻
別
し
て
い
る
。
ま
た
、
親
鸞
の
よ
う
に
す
で
に
救
わ
れ
て

い
る
と
も
語
ら
な
い）

13
（

。
こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。

　

第
一
に
は
、
浄
土
三
部
経
に
説
か
れ
る
娑
婆
と
浄
土
の
関
係
が
あ

く
ま
で
も
而
二
相
対
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う）

14
（

。
そ
の
上

で
法
然
の
「
念
念
歩
歩
に
思
い
と
思
う
事
は
三
途
八
難
の
業
、
寐
て

も
寤
め
て
も
案
じ
と
案
ず
る
事
は
六
趣
四
生
の
絆
な
り
」
と
い
う
言

葉
も
「
悲
し
き
か
な
や
、
善
心
は
年
年
に
随
い
て
薄
く
な
り
、
悪
心

は
日
日
に
随
い
て
い
よ
い
よ
増
る
」
と
い
う
言
葉
も
共
に
浄
土
門
帰

入
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、
娑
婆
に
い
る
私

達
凡
夫
は
常
に
煩
悩
に
苛
ま
れ
悩
み
続
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
深
心
の
信
機
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
達
に
は
罪

悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
私
達
凡
夫
に
と
っ
て
娑
婆
に
お
け
る
成
道
や
浄
仏
国
土
の
成
就

は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
娑
婆
は
ど
う
あ
っ
て
も
穢
土
に
過
ぎ
ず
、
浄
土
と
は
な
り
得

な
い
の
で
あ
る
。

　

法
然
に
と
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
救
い
と
の
出
会
い
が
、
凡
夫
で
あ
る

自
己
を
精
神
的
に
解
放
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
浴
す
る
こ
と
や
護
念
等
も
凡
夫
に
と

っ
て
は
大
き
な
支
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
娑
婆
と
浄
土
の
相

即
関
係
や
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
説
示
に
結
び
つ
か
な
か
っ
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た
の
は
、
娑
婆
に
生
き
る
以
上
、
私
達
は
煩
悩
を
断
じ
尽
く
す
こ
と

の
で
き
な
い
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
煩
悩
に
苛
ま
れ

る
場
で
あ
る
娑
婆
は
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
く
、
あ

く
ま
で
も
穢
土
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
現
実
認
識
が
あ
っ
た
か
ら

と
い
え
よ
う
。
浄
土
に
往
生
す
る
ま
で
、
私
達
は
煩
悩
に
苛
ま
れ
る

存
在
で
あ
る
こ
と
を
直
視
し
て
い
く
こ
と
が
、「
阿
弥
陀
仏
―
救
済

者
・
凡
夫
―
被
救
済
者
」「
極
楽
浄
土
―
欣
求
・
娑
婆
（
穢
土
）
―

厭
離
」
と
い
う
而
二
相
対
論
の
意
義
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

私
達
凡
夫
の
有
す
る
生
死
解
脱
と
い
う
課
題
は
、
命
終
後
の
往
生
浄

土
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
煩
悩
に
苛
ま

れ
る
私
達
の
現
実
を
無
視
し
て
、
娑
婆
を
浄
土
と
捉
え
た
り
、
既
に

救
わ
れ
て
い
る
と
解
く
こ
と
は
詭
弁
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
娑

婆
に
お
い
て
課
題
を
処
理
し
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
私
達
凡
夫
は
命
終

後
の
浄
土
往
生
を
願
い
念
仏
を
相
続
す
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１　
『
興
教
大
師
全
集
』
下
・
一
二
一
四
頁

２　
『
浄
全
』
十
五
・
五
三
七
頁
上

３　
『
浄
全
』
十
五
・
五
三
七
頁
上

４　
『
浄
全
』
十
五
・
五
三
八
頁
上

５　
『
聖
典
』
三
・
二
四
～
二
五

６　
『
聖
典
』
四
・
三
五
二
頁

７　
『
昭
法
全
』
二
七
一
～
二
七
二
頁

８　
『
聖
典
』
四
・
三
二
四
頁

９　
『
聖
典
』
四
・
三
二
五
頁

10　
『
聖
典
』
四
・
四
四
四
頁

11　
『
聖
典
』
四
・
三
一
二
頁

12　

西
川
知
雄
氏
は
「
自
己
の
凡
夫
性
の
自
覚
は
、
そ
の
自
覚
が
深
め
ら
れ
徹

底
す
れ
ば
、
自
己
の
仏
性
へ
の
絶
望
へ
と
達
す
る
。
人
間
の
側
に
お
い
て
、

人
間
が
自
己
の
仏
性
に
絶
望
し
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
仏
の
側
に
お
い
て
は

人
間
の
仏
性
の
真
の
開
発
が
始
ま
る
の
で
あ
る
」『
法
然
浄
土
教
の
哲
学
的

解
明
』
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
非
常

に
重
要
で
あ
る
。

13　

親
鸞
は
『
末
燈
鈔
』
に
お
い
て
「
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ

へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
。
来
迎

た
の
む
こ
と
な
し
」（『
真
宗
聖
教
全
書
』
二
・
六
六
七
頁
）
と
述
べ
、
臨
終

や
来
迎
を
待
つ
こ
と
な
く
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
と
し
て
い
る
。

14　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。
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法
然
上
人
流
罪
考
―
―
そ
の
一
―
―

中　

井　

真　

孝

　

法
然
上
人
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
建
永
の
法
難
の
端
緒
は
元
久
二

年
十
月
の
興
福
寺
奏
状
に
あ
る
。
最
近
こ
の
興
福
寺
奏
状
を
め
ぐ
り
、

新
見
解
が
出
て
い
る
の
で
、
私
見
を
述
べ
た
い
。
い
わ
ゆ
る
興
福
寺

奏
状
は
、
次
の
構
文
か
ら
成
る
。

　
　

興
（
Ａ
）福
寺
僧
綱
大
法
師
等
誠
惶
誠
恐
謹
言

　
　
　

請
（
Ｂ
）被
殊
蒙
天
裁
、
永
糺
改
沙
門
源
空
所
勧
専
修
念
仏
宗
義
状

右（
Ｃ
）、
謹
考
案
内
、
有
一
沙
門
、
世
号
法
然
、
立
念
仏
之
宗
、
勧

専
修
之
行
、
其
詞
雖
似
古
師
、
其
心
多
乖
本
説
、
粗
勘
其
過
、

略
有
九
箇
条
、

　
　
［
中
略
１
］

望
請
天
裁
、
仰
七
道
諸
国
、
被
糺
改
沙
門
源
空
専
修
念
仏
之
宗

義
者
、
世
尊
付
属
之
寄
、
弥
和
法
水
於
舜
海
之
浪
、
明
王
照
臨

之
徳
、
永
払
魔
雲
於
堯
山
之
風
矣
、
誠
（
Ｄ
）惶
誠
恐
謹
言
、

　
　

副
（
Ｅ
）進

　
　
　

奏
状
一
通

右（
Ｆ
）、
件
源
空
、
偏
執
一
門
、
都
滅
八
宗
、
天
魔
所
為
、
仏
神
可

痛
、
仍
諸
宗
同
心
、
欲
及
天
奏
之
処
、
源
空
既
進
怠
状
、
不
足

鬱
陶
之
由
、
依
院
宣
有
御
制
、
衆
徒
驚
歎
、
還
増
其
色
、［
中

略
２
］
今
度
怠
状
又
以
同
前
歟
、
奏
事
不
実
、
罪
科
弥
重
、
縦

有
上
皇
之
叡
旨
、
争
無
明
臣
之
陳
言
者
、
望
請
恩
慈
、
早
経
奏

聞
、
仰
七
道
諸
国
、
被
停
止
一
向
専
修
条
々
過
失
、
兼
又
行
罪

科
於
源
空
幷
弟
子
等
者
、
永
止
破
法
之
邪
執
、
還
知
念
仏
之
真

道
矣
、
仍
（
Ｇ
）言
上
如
件
、

　
　
　

元
（
Ｈ
）久
二
年
十
月　

日 

（『
鎌
倉
旧
仏
教
』）

す
な
わ
ち
（
Ａ
）
書
き
出
し
、（
Ｂ
）
事
書
に
始
ま
り
、
そ
し
て

（
Ｃ
）「
右
、
謹
考
案
内
」
か
ら
事
実
書
（
本
文
）
が
あ
っ
て
、（
Ｄ
）

「
誠
惶
誠
恐
謹
言
」
の
書
き
止
め
で
、
文
書
は
一
旦
終
わ
る
。
そ
の

後
ろ
に
（
Ｅ
）「
副
進　

奏
状
一
通
」
と
あ
り
、
再
び
（
Ｆ
）「
右
、
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件
源
空
」
以
下
の
事
実
書
が
始
ま
り
、（
Ｇ
）「
仍
言
上
如
件
」
の
書

き
止
め
で
終
わ
り
、（
Ｈ
）
の
日
付
が
記
さ
れ
る
。

　

文
書
様
式
の
不
自
然
さ
か
ら
す
る
と
、
森
新
之
介
氏（
１
）が

指
摘
す
る

よ
う
に
、
二
通
の
文
書
を
連
綴
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
森

氏
は
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
ま
で
を
「
甲
状
」、（
Ｆ
）
か
ら
（
Ｇ
）
ま

で
を
「
乙
状
」
と
名
づ
け
、（
Ｈ
）
の
日
付
は
甲
状
の
も
の
で
、
甲

乙
の
二
状
を
連
綴
し
た
後
人
が
、
乙
状
か
ら
冒
頭
の
要
旨
（
事
書
）

と
末
尾
の
日
付
を
削
除
し
、「
副
進　

奏
状
一
通
」
の
六
字
を
加
え
、

甲
状
の
本
文
と
日
付
の
間
に
挿
入
し
た
、
と
い
う
。
一
方
、
平
雅
行

氏（
２
）は

、『
鎌
倉
遺
文
』
所
収
の
鴨
御
祖
太
神
宮
社
司
等
重
申
状
（
第

二
四
六
一
七
号
文
書
）
を
参
考
に
、
副
進
文
書
の
記
載
が
対
応
す
る

と
言
い
、
前
半
部
の
文
書
（
甲
状
）
の
日
付
と
、
後
半
部
の
文
書

（
乙
状
）
に
は
書
き
出
し
と
事
書
き
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
古
文
書
の
様
式
論
か
ら
す
れ
ば
、
平
氏
の
見
解
が
正
し
い
。

た
だ
し
、
平
氏
は
こ
の
後
半
部
の
文
書
を
「
重
申
状
」
と
見
た
が
、

副
進
文
書
の
添
付
は
重
申
状
に
限
る
必
要
は
な
く
、
本
解
状
の
場
合

で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
副
進　

奏
状
一

通
」
が
甲
状
を
指
す
こ
と
さ
え
分
か
れ
ば
よ
い
。

　

興
福
寺
奏
状
の
前
半
部
（
甲
状
）
の
主
体
は
［
中
略
１
］
の
九
箇

条
の
「
失
」
に
あ
る
。
城
福
雅
伸
氏（
３
）の
研
究
に
よ
る
と
、
一
向
専
修

条
々
の
過
失
の
停
止
や
宗
義
の
糺
改
を
要
請
し
て
お
り
、
法
然
上
人

に
対
す
る
罪
科
を
成
立
さ
せ
る
所
論
は
不
分
明
だ
と
言
う
。
そ
し
て

九
箇
条
の
「
失
」
の
う
ち
で
最
も
眼
目
と
し
て
停
止
を
訴
え
よ
う
と

し
た
の
は
、
第
八
条
に
「
奏
聞
之
趣
、
専
在
此
等
歟
」
と
あ
る
よ
う

に
、
破
戒
を
宗
と
な
す
よ
う
な
常
識
を
逸
脱
し
た
過
激
な
言
動
で
あ

り
、
興
福
寺
奏
状
は
法
然
上
人
や
専
修
念
仏
思
想
そ
の
も
の
の
停
止

で
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

一
方
、
後
半
部
（
乙
状
）
は
、
極
め
て
厳
し
い
論
調
で
あ
る
。
諸

宗
同
心
し
て
天
奏
に
及
ぼ
う
と
し
た
が
、
源
空
が
怠
状
（
詫
び
状
）

を
進
め
た
の
で
、「
不
足
鬱
陶
」
と
い
う
院
宣
が
下
り
、
衆
徒
は
驚

嘆
し
た
。［
中
略
２
］
に
は
、
延
暦
寺
か
ら
の
推
問
に
対
し
て
源
空

が
起
請
文
を
呈
し
た
後
、
弟
子
ら
が
信
者
た
ち
に
上
人
の
言
葉
に
は

裏
表
が
あ
る
の
で
真
意
は
分
か
ら
な
い
と
告
げ
て
い
る
よ
う
で
、
事

態
の
改
善
は
見
ら
れ
な
い
と
述
べ
、
こ
の
度
の
怠
状
も
ま
た
同
前
な

ら
、
不
実
の
奏
事
に
よ
っ
て
罪
科
は
重
く
、
源
空
と
弟
子
等
を
罪
科

に
処
す
る
こ
と
を
請
う
て
い
る
。

　

乙
状
に
は
甲
状
を
添
付
し
て
い
た
。
内
容
上
の
関
連
性
を
有
す
る

が
、
甲
状
は
乙
状
ほ
ど
に
は
法
然
上
人
そ
の
人
を
非
難
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
甲
状
が
先
に
「
被
糺
改
沙
門
源
空
専
修
念
仏
之
宗
義
」
を

請
う
た
奏
状
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
乙
状
は
甲
状
を
踏
ま
え
て
修
文
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さ
れ
、
後
か
ら
「
被
停
止
一
向
専
修
条
々
過
失
、
兼
又
行
罪
科
於
源

空
幷
弟
子
等
」
を
請
う
た
奏
状
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

乙
状
を
元
久
二
年
十
月
の
奏
状
と
見
る
な
ら
、
甲
状
は
い
つ
ご
ろ

の
奏
状
か
。
平
氏
は
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
巻
三
一
第
四
段
に

「
其
後
興
福
寺
の
鬱
陶
猶
や
ま
ず
、
同
（
元
久
）二

年
九
月
に
蜂
起
を
な
し
、

白
疏
を
さ
ゝ
ぐ
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
元
久
二
年
九
月
の
も
の
だ
と

推
測
す
る
。
し
か
し
、
甲
乙
両
状
奏
上
の
間
が
一
か
月
と
い
う
の
で

は
何
と
も
忙
し
す
ぎ
る（
４
）。

　

さ
て
、
元
久
二
年
十
月
の
奏
上
後
、
朝
廷
の
対
応
と
し
て
、
十
二

月
に

頃
年
源
空
上
人
、
都
鄙
に
あ
ま
ね
く
念
仏
を
す
ゝ
む
。
道
俗
お

ほ
く
教
化
に
お
も
む
く
。
而
今
彼
門
弟
の
中
に
、
邪
執
の
輩
、

名
を
専
修
に
か
る
を
も
ち
て
、
咎
を
破
戒
に
か
え
り
み
ず
。
是

偏
門
弟
の
浅
智
よ
り
お
こ
り
て
、
か
へ
り
て
源
空
が
本
懐
に
そ

む
く
。
偏
執
を
禁
遏
の
制
に
守
と
い
ふ
と
も
、
刑
罰
を
誘
諭
の

輩
に
く
は
ふ
る
こ
と
な
か
れ
。 

（『
行
状
絵
図
』
巻
三
一
第
四

段
）

と
い
う
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
の
元
久
三
年
二
月
か

ら
、
こ
れ
に
不
満
な
興
福
寺
側
の
反
論
、
と
り
わ
け
宣
旨
の
文
言
に

対
す
る
批
難
が
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
、
安
楽
と
行
空
ら
の
罪
科
を
強

要
し
て
い
る
。
そ
の
顛
末
は
『
三
長
記
』
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

朝
廷
の
公
卿
の
多
く
が
興
福
寺
衆
徒
の
言
動
に
対
し
て
批
判
的
・
抑

制
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
専
修
念
仏
者
の
不
法
な
偏
執
行
為
と
正

当
な
勧
進
行
為
と
を
峻
別
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
偏
執

を
禁
遏
の
制
に
守
と
い
ふ
と
も
、
刑
罰
を
誘
諭
の
輩
に
く
は
ふ
る
こ

と
な
か
れ
」
と
い
う
の
が
朝
廷
側
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。
上
横
手

雅
敬
氏（
５
）の

「
偏
執
の
勧
進
は
禁
止
す
る
も
の
の
、
専
修
念
仏
そ
の
も

の
は
停
止
し
な
い
と
い
う
線
を
朝
廷
は
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

い
う
見
方
は
、
法
難
史
を
考
察
す
る
と
き
の
重
要
な
史
観
な
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
朝
廷
の
専
修
念
仏
へ
の
対
応
策
を
根
底
か
ら
崩
し
か
ね

な
い
事
件
が
起
き
た
。
建
永
元
年
十
二
月
の
後
鳥
羽
院
の
熊
野
参
詣

の
留
守
中
に
、
安
楽
・
住
蓮
の
密
通
事
件
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。

『
明
月
記
』
の
翌
建
永
二
年
正
月
二
十
四
日
条
に
「
専
修
念
仏
之
輩

停
止
事
、
重
可
宣
下
云
々
。
去
比
聊
有
事
故
云
々
。
其
事
已
非
軽
、
又
不

知
子
細
、
不
及
染
筆
」、

二
月
九
日
条
に
「
近
日
只
一
向
専
修
之
沙
汰
、
被
搦
取
被
拷
問
云
々
、

非
筆
端
之
所
及
」
と
あ
っ
て
、
専
修
念
仏
僧
の
逮
捕
・
拷
問
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

結
果
は
周
知
の
ご
と
く
、
安
楽
・
住
蓮
ら
が
死
罪
、
法
然
上
人
や

親
鸞
ら
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
森
新
之
介
氏
は
、
安
楽
ら
の
斬
首
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は
後
鳥
羽
院
の
勅
勘
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
検
非
違
使
の
独
断
で
行

な
っ
た
と
し
、
法
然
上
人
の
流
罪
の
理
由
を
、
前
々
年
に
院
に
怠
状

を
進
め
て
事
態
の
改
善
を
制
約
し
な
が
ら
、
弟
子
に
よ
る
密
通
事
件

を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
「
奏
事
不
実
」
の
罪
を
問
わ
れ
た
と

す
る
新
説
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
法
然
上
人
流
罪
に
関
す
る
森

氏
の
新
説
に
対
す
る
疑
義
を
述
べ
て
い
こ
う
。

　

森
氏
は
『
法
曹
至
要
抄
』
巻
上
に
「
奏
事
不
実
事
。
詐
偽
律
云
、

奏
事
上
書
詐
不
以
実
者
、
徒
二
年
。
案
之
、
奏
事
不
実
之
科
、
徒
二

年
者
也
」
と
あ
る
の
を
も
っ
て
、「
奏
事
不
実
は
、
詐
偽
律
で
徒
刑

二
年
と
定
め
ら
れ
た
重
罪
で
あ
る
」
と
い
う
。
当
時
の
公
家
法
は
基

本
的
に
律
令
法
に
準
拠
し
た
が
、
律
令
法
で
の
徒
二
年
の
刑
が
な
ぜ

五
等
も
加
算
さ
れ
て
遠
流
に
な
っ
た
の
か
説
明
で
き
て
い
な
い
。
私

は
、
律
令
法
に
基
づ
く
処
刑
と
か
検
非
違
使
の
独
断
と
か
よ
り
も
、

安
楽
ら
の
死
刑
と
い
い
、
法
然
上
人
ら
の
流
刑
と
い
い
、
上
横
手
雅

敬
氏
の
主
張
す
る
「
後
鳥
羽
院
の
私
刑
」
説
に
賛
同
し
た
い
の
で
あ

る
。
も
っ
と
積
極
的
に
い
え
ば
、
法
理
も
何
も
な
い
、
治
天
の
君
た

る
後
鳥
羽
院
の
「
一
時
の
激
情
に
駆
ら
れ
た
恣
意
的
な
断
罪
」
と
考

え
た
い
の
で
あ
る
。
治
天
の
君
の
処
断
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
公
卿
や

廷
臣
た
ち
は
誰
も
が
口
を
噤
ん
だ
。
当
時
す
で
に
政
界
を
引
退
し
て

い
た
が
、
九
条
兼
実
で
さ
え
「
今
度
の
勅
勘
を
申
ゆ
る
さ
ず
し
て
、

謫
所
へ
う
つ
ら
れ
ぬ
る
事
、
い
き
て
世
に
あ
る
甲
斐
な
き
に
似
た
り
。

し
か
れ
ど
も
厳
旨
ゆ
る
か
ら
ず
、
左
右
な
く
申
さ
む
事
お
そ
れ
お
ぼ

ゆ
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（『
行
状
絵
図
』
巻
三
五
第
三

段
）。
前
掲
し
た
『
明
月
記
』
に
藤
原
定
家
が
「
不
及
染
筆
」
や

「
非
筆
端
之
所
及
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
物
語

っ
て
い
る
。

　

こ
の
時
に
罪
科
を
蒙
っ
た
人
に
つ
い
て
、
森
氏
は
安
楽
・
住
蓮
の

斬
首
と
法
然
上
人
の
流
罪
だ
け
と
い
う
。
し
か
し
、『
皇
帝
紀
抄
』

の
承
元
元
年
二
月
十
八
日
条
に
「
源
空
上
人
号
法
然
房

配
流
土
佐
国
。
依

専
修
念
仏
事
也
。
近
日
件
門
弟
等
、
充
満
世
間
。
寄
事
於
念
仏
、
密

通
貴
賤
幷
人
妻
可
然
之
人
々
女
。
不
拘
制
法
、
日
新
之
間
、
搦
取
上

人
等
、
或
被
切
羅
（
首
カ
）、
或
被
禁
其
身
。
女
人
等
又
有
沙
汰
。
且
専
修
念

仏
子
細
、
諸
宗
殊
鬱
申
之
故
也
」
と
あ
り
、
か
な
り
の
人
数
の
専
修

念
仏
者
が
捉
え
ら
れ
、
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（
６
）。

『
歎
異
抄
』
に
記
す
、
死
罪
が
善
綽
房
・
性
願
房
・
住
蓮
房
・
安
楽

房
の
四
人
、
流
罪
が
法
然
上
人
・
親
鸞
・
浄
聞
房
・
禅
光
房
・
好
覚

房
・
法
本
房
・
成
覚
房
・
善
恵
房
の
八
人（
７
）で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
人
に
加
え
て
、
湛
空
も
流
罪
に
処
せ
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
論
証
し
よ
う
。

　

湛
空
は
『
行
状
絵
図
』
に
、「
嵯
峨
の
正
信
房
湛
空
は
、
徳
大
寺
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の
左
大
臣
実
能
公

の
孫
、
法
眼
円
実
の
真
弟
、
大
納
言
律
師
公
全
こ
れ

な
り
。（
中
略
）
実
全
僧
正
の
附
弟
に
ぞ
た
の
ま
れ
け
る
。（
中
略
）

上
人
遷
謫
の
と
き
も
、
配
所
ま
で
と
も
な
は
れ
け
る
」
と
あ
り
（
巻

四
三
第
三
段
）、
上
人
の
配
所
ま
で
同
行
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
法
然
上
人
絵
伝
の
祖
本
た
る
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』

（『
伝
法
絵
流
通
』）
巻
三
に
は
、

同（
三
月
十
六
日
）

日
、
大
納
言
律
師
公
全

　

、
西
国
へ
な
が
さ
れ
給
け
る
は
、

律
師
の
舩
さ
き
に
出
け
れ
ど
も
、
上
人
く
だ
ら
せ
給
と
き
ゝ
て
、

し
ば
ら
く
お
さ
へ
て
、
上
人
の
舩
に
の
り
う
つ
り
て
、
律
師
、

一
目
を
み
あ
げ
て
、
上
人
の
膝
に
、
か
し
ら
を
か
た
ぶ
け
て
、

な
く
こ
ゑ
、
天
を
ひ
ヾ
か
す
と
い
へ
ど
も
、
上
人
は
涙
を
も
た

て
ず
、
念
仏
し
て
お
は
し
け
る
ほ
ど
に
、
律
師
の
舩
よ
り
、
と

く
〳
〵
と
申
け
れ
ば
、
い
よ
〳
〵
な
ご
り
を
お
し
み
な
が
ら
、

本
舩
に
の
り
う
つ
り
給
に
け
り
。

と
あ
り
、
大
納
言
律
師
公
全
は
西
国
へ
流
さ
れ
た
。
公
全
の
船
は
先

発
し
た
が
、
上
人
の
船
を
待
ち
合
わ
せ
、
そ
の
船
に
乗
り
移
っ
て
上

人
と
対
面
し
、
涙
を
流
し
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
公
全

と
法
然
上
人
の
訣
別
の
場
面
は
印
象
的
で
、『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』

（『
琳
阿
本
』）
巻
六
、『
法
然
聖
人
絵
』（『
弘
願
本
』）
巻
四
、『
拾
遺

古
徳
伝
絵
』
巻
七
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
、『
拾
遺
古
徳
伝
絵
』
は

「
聖
人
都
を
で
た
ま
ふ
日
、
公
全
律
師
聖
信
上

人
是
也
も
、
配
所
肥
後
国

云
々

に
お
も
む

き
け
る
」
と
あ
っ
て
、
湛
空
の
配
所
を
肥
後
国
と
す
る
。
井
川
定
慶

氏（
８
）は

「
公
全
（
正
信
上
人
）
は
法
然
上
人
に
お
件
し
て
四
国
へ
下
る

の
で
は
な
く
し
て
、（
中
略
）
定
家
の
『
明
月
記
』（
嘉
禄
二
、

六
、
十
日
条
）
に
拠

る
と
念
仏
の
為
で
は
な
く
松
殿
の
愛
女
に
関
し
て
処
刑
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
六
月
十
日

条
に
「
午
時
許
法
師
被
来
、
談
世
間
事
等
、
中
将
入
道
公
棟

　

新
妻

（
注
略
）
無
程
離
別
、
又
公
性
僧
都
円
実
法

眼
子

弟
第
三
郎
、

念
仏
宗

先
年
入
松
殿
春
日

御
愛
物

局
被
搦
僧
、
又
為
新
夫
云
々
」
と
あ
る
記
事
を
指
す
が
、
井
川

氏
は
公
性
僧
都
（
円
実
法
眼
の
子
）
の
弟
が
「
念
仏
宗
」
と
あ
る
の

で
公
全
に
当
た
る
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
「
公
全
」
は
二
人
い
て
、
一
人
は
徳
大

寺
実
能
の
子
で
、
兄
に
実
円
、
弟
に
公
性
が
い
る
。
も
う
一
人
は
滋

野
井
実
国
の
子
で
、
豪
円
と
名
を
改
め
、「
無
動
寺
検
校
、
法
印
権

大
僧
都
」
と
注
記
す
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
続
柄
に
相
違
が
見
ら
れ
、

後
者
な
ら
僧
官
位
が
異
な
る
。
ま
た
「
浄
土
惣
系
譜
」（
西
谷
本
）

や
「
二
尊
院
住
持
次
第
」
な
ど
の
系
譜
類
で
は
公
全
律
師
・
正
信
房

湛
空
同
一
人
説
に
立
ち
、
河
原
中
納
言
実
国
卿
の
猶
子
、
徳
大
寺
左

大
臣
実
能
卿
の
孫
、
法
眼
円
実
の
息
と
注
記
す
る（
９
）。
い
ず
れ
の
系
譜

史
料
も
『
明
月
記
』
の
記
す
続
柄
と
は
一
致
し
な
い
。
浄
土
宗
に
伝
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え
ら
れ
る
史
料
で
は
、
実
円
の
子
で
あ
る
こ
と
が
共
通
す
る
の
で
、

今
は
井
川
氏
の
所
説
に
従
っ
て
、
公
全
す
な
わ
ち
湛
空
は
、
前
関
白

の
松
殿
基
房
の
愛
姫
春
日
と
の
「
密
通
」
を
咎
め
ら
れ
て
流
罪
に
処

せ
ら
れ
た
と
考
え
て
お
く
。
流
罪
の
理
由
に
つ
い
て
、
井
川
氏
は

「
念
仏
の
為
で
は
な
く
」
と
い
う
が
、
前
掲
し
た
『
皇
帝
紀
抄
』
に

「
寄
事
於
念
仏
、
密
通
貴
賤
幷
人
妻
可
然
之
人
々
女
」
と
あ
る
の
が

該
当
し
、
専
修
念
仏
者
の
摘
発
に
と
も
な
っ
て
「
密
通
」
の
嫌
疑
を

か
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
安
楽
・
住
蓮
の
密
通
事
件
に
端
を
発
し

た
、
後
鳥
羽
院
の
恣
意
的
な
断
罪
で
あ
っ
た
。

　

な
お
蛇
足
だ
が
、
法
然
上
人
絵
伝
の
諸
伝
に
は
公
全
流
罪
の
記
事

を
継
承
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
行
状
絵
図
』
は
こ
れ
を
採
っ

て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
舜
昌
は
湛
空
流
罪
の
こ
と
を
穏
当
で
な
い
と

判
断
し
た
の
か
、
意
図
的
に
割
愛
し
た
と
思
わ
れ
る）

19
（

。

１　

森
新
之
介
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
』
第
六
章
「
興
福
寺
の
訴
訟
と
専

修
念
仏
者
へ
の
朝
譴
」（
二
〇
一
三
年
、
思
文
閣
出
版
）

２　

平
雅
行
「
専
修
念
仏
の
弾
圧
を
め
ぐ
っ
て
」『
佛
教
史
学
研
究
』
五
六
巻

一
号
（
二
〇
一
三
年
）

３　

城
福
雅
伸
「『
興
福
寺
奏
状
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
仏
教
学
研
究
』

第
四
七
号
、
一
九
九
一
年
）、
同
「『
興
福
寺
奏
状
』
に
つ
い
て
の
一
考
察

（
二
）」（『
法
然
上
人
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九
五
年
）

４　

甲
状
が
奏
上
さ
れ
た
後
に
、「
叡
山
発
使
推
問
」「
源
空
染
◦
書
起
請
」

「
彼
弟
子
等
告
道
俗
」「
今
度
怠
状
」
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
乙
状
を
重

申
状
の
性
格
を
有
す
る
文
書
と
見
な
す
な
ら
、
甲
状
に
対
す
る
朝
廷
の
協
議

等
、
相
当
な
時
日
を
要
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
て
も
一
か
月
の
後
に
乙
状
が

奏
上
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
甲
状
の
奏
上
は
元
久
元
年
よ
り

以
前
の
こ
と
と
推
測
し
て
お
く
。

５　

上
横
手
雅
敬
「
建
永
の
法
難
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と

制
度
』、
二
〇
〇
八
年
、
思
文
閣
出
版
）

６　
『
皇
帝
紀
抄
』
で
は
法
然
上
人
流
罪
の
理
由
を
「
依
専
修
念
仏
事
也
」
と

す
る
。
そ
れ
は
「
近
日
件
門
弟
等
」
以
下
の
記
事
に
も
及
ぶ
処
罰
の
理
由
を

含
む
総
括
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
平
雅
行
氏
は
、『
歴
代
皇
紀
』

（『
皇
代
暦
』）
に
「
承
元
二
（
々
カ
）年
二
月
廿
八
日
、
僧
源
空
配
流
土
左
国
、
住
蓮

安
楽
等
死
罪
。
是
依
一
向
専
修
停
止
也
」
と
あ
る
の
を
も
っ
て
、
建
永
二
年

（
承
元
元
年
）
二
月
に
専
修
念
仏
が
停
止
さ
れ
た
と
断
言
す
る
。
専
修
念
仏

の
停
止
を
明
記
し
た
史
料
は
、
こ
れ
以
外
に
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
、
孤
立

的
な
史
料
で
あ
る
。『
皇
代
暦
』
よ
り
も
成
立
が
早
い
『
皇
帝
紀
抄
』
の
方

に
信
を
置
き
た
い
。

７　

た
だ
し
成
覚
房
（
幸
西
）
と
善
恵
房
（
証
空
）
の
二
人
は
慈
円
の
預
か
り

と
な
る
。

８　

井
川
定
慶
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
第
三
章
第
六
「
弘
願
本
内
容
の
特

異
」（
一
九
六
一
年
、
法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会
）

９　

野
村
恒
道
・
福
田
行
慈
編
『
法
然
教
団
系
譜
選
』
所
収
（
二
〇
〇
四
年
、

青
史
出
版
）

10　
『
行
状
絵
図
』
巻
三
四
巻
第
二
段
の
絵
図
は
、
上
人
が
乗
る
船
に
並
ん
で

公
全
の
船
と
お
ぼ
し
き
二
隻
の
船
を
描
い
て
い
る
。
草
稿
の
段
階
で
は
先
行

の
絵
伝
に
従
っ
て
、
公
全
（
湛
空
）
流
罪
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
が
、
絵

巻
制
作
の
最
終
段
階
で
、
詞
書
は
「
鳥
羽
の
み
な
み
の
門
よ
り
川
舩
に
の
り

て
く
た
り
た
ま
ふ
」
と
わ
ず
か
一
行
半
の
短
い
も
の
に
差
し
替
え
ら
れ
た
、

と
推
測
さ
れ
る
。
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洛
西
の
律
院
「
成
等
庵
」
の
沿
革
に
つ
い
て

南　
　
　

尊　

融

は
じ
め
に

　

京
都
市
に
所
在
す
る
成
等
院
は
、
も
と
は
「
成
等
庵
」
と
号
し
、

所
謂
「
浄
土
律
」
の
小
庵
と
し
て
知
ら
れ
、『
浄
土
宗
全
書
』
等
の

宗
門
関
係
の
諸
文
献
に
も
そ
の
名
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の

多
く
の
一
般
寺
院
と
同
様
、
そ
の
創
建
以
来
の
歴
史
的
経
過
に
つ
い

て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。

　

今
般
、
偶
々
成
等
院
の
沿
革
に
つ
い
て
調
査
す
る
機
会
を
得
、
従

来
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
文
献
に
加
え
て
、
当
院
に
所
在
す
る
位
牌
及

び
そ
の
他
の
史
（
資
）
料
を
蒐
集
・
整
理
し
、
当
院
の
沿
革
を
一
定

程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
そ
の
報
告
を
し
た
い
と

思
う
。

一
、
創
建
と
律
法
中
興

　

成
等
庵
の
創
建
に
つ
い
て
は
、
当
院
所
在
の
位
牌
に

　
　

正
保
年
中
梅
ヶ
畑
中
島
村
成
等
菴
開
基

　
　
　
　
　

教
王
院
禅
誉
僧
正　
　
　
（
寂
年
月
日
は
不
記
載
）

と
あ
り
、
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
四
七
）
に
「
梅
ヶ
畑
中
島
村
」

に
教
王
院
禅
誉
と
い
う
僧
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（
１
）。

　

こ
の
創
建
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
ほ
ど
後
の
延
享
年
間
（
一
七
四
四

～
四
七
）
に
、
大
八
木
浄
栄
が
施
主
と
な
っ
て
、
信
培
湛
慧
に
よ
っ

て
律
院
と
し
て
中
興
さ
れ
た
。

　
　

洛
西
長
時
院　
　

 　
　
（
裏
）
延
享
四
卯
二
月
十
九
日

　
　
　
　

信
培
湛
慧
律
師　
　
　
　
　

成
等
菴
中
興
律
法
開
祖

 

（
成
等
院
位
牌
）

　
　

山
城
国
洛
西
成
等
庵
者
、
延
享
年
中
信
培
湛
慧
和
上
之
開
基
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（「
洛
西
成
等
庵
規
約
」
の
内
「
定
規（
２
）」）

昌
誉
源
室
浄
栄
法
師　
（
裏
）
貞
昌　

享
保
廿
乙
卯
閏
三
月
廿
五
日

 

寿
三
十
一
歳

栄
誉
松
室
貞
昌
法
尼　
　
　
浄
栄　

明
和
三
丙
戌
正
月
廿
六
日

 

寿
七
十
九
歳

 

成
等
菴
造
営
施
主
也　
　
　

 
 

（
成
等
院
位
牌（
３
））

　

こ
の
時
の
成
等
庵
の
所
在
地
は
、
当
時
の
記
録
に
は
「
洛
西
」
と

の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
、
現
在
の
上
京
区
御
前
通
下

立
売
下
ル
下
之
町
、
す
な
わ
ち
現
在
の
成
等
院
の
境
内
地
（
中
京
区

西
ノ
京
鹿
垣
町
）
に
隣
接
す
る
所
で
あ
る（
４
）。

　

成
等
庵
の
律
法
開
祖
信
培
湛
慧
は
、
そ
の
隣
寺
華
開
院
の
住
持
で

あ
っ
た
息
庵
の
弟
子
で
、
息
庵
が
隠
老
の
後
は
一
時
湛
慧
自
身
が
華

開
院
の
住
持
と
な
り
、
ま
た
そ
の
後
、
浄
土
律
の
開
祖
と
さ
れ
る
霊

潭
性
澂
に
も
師
事
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
る（
５
）。

な
お
、
湛
慧
の
位
牌

に
「
洛
西
長
時
院
」
と
あ
る
の
は
、
御
室
に
あ
っ
た
長
時
院
を
復
興

し
て
自
ら
そ
の
開
祖
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
肩
書
き
で
あ
る
（
註
３

参
照
。
長
時
院
は
現
在
は
廃
絶
）。

　

湛
慧
は
成
等
庵
中
興
後
間
も
な
く
入
寂
し
、
そ
の
後
、
そ
の
門
弟

で
あ
っ
た
普
寂
徳
門
が
長
時
院
の
住
持
と
な
っ
て
い
た
。
普
寂
徳
門

は
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
、
華
開
院
の
十
夜
法
要
の
説
法
の
た
め

成
等
庵
に
滞
在
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
縁
あ
っ
て
か
宝
暦
七
（
一
七

五
七
）
年
に
、
普
寂
が
大
八
木
浄
栄
の
請
願
に
よ
っ
て
成
等
庵
の
住

持
（
律
法
第
二
世
）
と
な
り
、
長
時
院
の
住
持
は
弟
の
湖
巌
に
託
し

た
。
翌
年
、
普
寂
は
成
等
庵
に
お
い
て
、
戒
如
僧
尾
が
自
誓
受
戒
す

る
証
明
を
つ
と
め
た
が
、
さ
ら
に
翌
年
、
湖
巌
が
病
に
よ
っ
て
長
時

院
の
住
持
を
退
い
た
た
め
、
普
寂
は
成
等
庵
に
住
す
る
こ
と
わ
ず
か

二
年
に
し
て
、
再
び
長
時
院
に
転
住
し
た（
６
）。

　

成
等
庵
の
住
持
は
、
そ
の
二
年
後
の
宝
暦
十
一
（
一
七
六
一
）
年

に
、
普
寂
の
門
弟
戒
如
僧
尾
が
そ
の
任
を
承
け
た
が
、
翌
年
冬
、
普

寂
は
病
に
よ
っ
て
長
時
院
か
ら
成
等
庵
に
移
寓
し
た
。
こ
の
年
、
江

戸
・
目
黒
に
長
泉
院
が
律
院
と
し
て
創
建
さ
れ
、
翌
宝
暦
十
三
（
一

七
六
三
）
年
、
普
寂
は
江
戸
に
赴
き
、
長
泉
律
院
の
住
持
と
な
っ
た（
７
）。

　

明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
、
目
黒
長
泉
院
の
普
寂
は
西
上
し
て
成

等
庵
に
滞
在
し
、
同
年
冬
、『
華
厳
五
教
章
衍
秘
鈔
』
を
同
庵
に
て

講
義
し
、
ま
た
翌
年
春
、『
法
華
玄
義
』
及
び
『
摩
訶
止
観
』
を
講

じ
、
さ
ら
に
そ
の
年
の
秋
ま
で
成
等
庵
に
滞
在
し
て
江
戸
に
帰
っ
た（
８
）。

　

天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
、
成
等
庵
住
持
戒
如
僧
尾
は
、
芝
増
上

寺
山
内
の
律
院
で
あ
っ
た
恵
照
院
（
現
在
は
廃
絶
）
に
転
住
し
た
が（
９
）、
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寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
、
僧
尾
は
当
時
の
増
上
寺
貫
首
現
誉
満
空

（
第
五
十
一
世
）
に
請
願
し
て
、
成
等
庵
を
増
上
寺
の
末
庵
と
し
、

ま
た
、
満
空
を
当
庵
の
中
興
の
上
人
と
し
た
。

一
、
成
等
庵
者
開
基
以
来
為
無
本
寺
之
処
、
今
般
依
現
住
僧
尾
和

上
之
志
願
、
永
為
御
当
山
之
末
庵
之
旨
、
達
官
府（
符
）畢

、
殊
更
恭

請　

貫
首
大
僧
正
為
中
興
、
且
奉
其　

尊
牌
為
中
興
之
標
準
、

然
上
者
、
後
来
為
庵
主
者
、　

貫
首
大
僧
正
御
定
規
之
趣
、
堅

可
相
守
事
、 

（「
洛
西
成
等
庵
規
約
）
10
（

」）

　
　

増
上
寺
五
十
一
主

　
　

中
蓮
社
大
僧
正
現
誉
身
阿
在
心
満
空
大
和
尚

　
　
（
裏
）
維
時
寛
政
改
元
己
酉
年
仲
夏 

請
為
当
庵
中
興

 

（
成
等
院
位
牌
）

　

ま
た
、
成
等
院
に
所
在
す
る
僧
尾
の
位
牌
に
は

　
　

戒
如
僧
尾
大
和
上　
（
裏
）
当
菴
第
四
世 

後
中
興
東
都
恵
照
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
政
五
丑
正
月
朔
日

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
質
は
僧
尾
が
第
三
世
で
あ
る
が
、
増
上
寺
満

空
を
「
中
興
＝
第
三
世
」
と
し
て
世
代
に
入
れ
、
形
式
上
僧
尾
は
第

四
世
に
な
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、「
中
興
東
都
恵
照
院
」
と
あ
る
の
は
、
僧
尾
の
恵
照
院
在

任
中
に
増
上
寺
が
火
災
に
遭
っ
て
恵
照
院
も
焼
失
し
（
天
明
六
＝
一

七
八
七
）、
僧
尾
が
こ
れ
を
寛
政
年
中
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）

に
再
建
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
ま
た
、
増
上
寺
及
び

恵
照
院
と
成
等
庵
と
の
右
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
か
ら
、
現
在
成
等

院
に
は
、
戒
如
僧
尾
以
後
七
代
に
わ
た
る
恵
照
院
歴
代
（
第
十
四
世

普
門
円
通
ま
で
）
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

成
等
庵
の
第
五
世
は
普
寂
の
門
弟
で
あ
っ
た
僧
光
旭
忍
で
あ
る
。

　
　

僧
光
旭
忍
律
師　
　
（
裏
）
当
菴
第
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
癸
酉
年
閏
十
一
月
十
八
日

 

（
成
等
院
位
牌
）

　

但
し
、
こ
の
僧
光
旭
忍
の
在
任
年
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
以

後
、
成
等
庵
の
世
代
数
を
記
し
た
も
の
は
、
位
牌
そ
の
他
文
献
等
に

お
い
て
も
確
認
出
来
な
い
。

　

そ
の
後
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
、
三
河
地
方
に
お
け
る
浄
土

律
の
中
心
寺
院
で
あ
る
貞
照
院
の
第
十
二
世
無
一
恵
頓
が
成
等
庵
に

転
住
し
た
が
、
そ
の
後
三
年
に
し
て
洛
西
泉
谷
の
西
寿
寺
へ
移
っ
た）

12
（

。
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二
、
荒
廃
か
ら
復
興
へ

　

明
治
に
入
っ
て
そ
の
二
十
年
前
後
（
一
八
八
〇
年
代
頃
）、
当
時

の
田
中
慧
目
と
い
う
住
職
の
誤
っ
た
処
置
に
よ
っ
て
、
当
庵
は
非
常

に
荒
廃
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

13
（

。
そ
の
後
、
明
治
四
四
（
一
九
一

一
）
年
、
大
島
徹
水
（
三
河
貞
照
院
第
十
四
世
立
真
戒
幢
の
門
弟
、

の
ち
に
増
上
寺
第
八
十
世
に
昇
任
）
と
石
橋
誡
道
（
貞
照
院
第
十
五

世
太
田
大
信
の
門
弟
、
の
ち
に
清
浄
華
院
第
七
十
六
世
に
昇
任
）
が

ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
成
等
庵
に
入
っ
た
。
大
島
徹
水
は
こ
こ
で
当

庵
の
復
興
を
思
い
立
ち
、
大
正
三
（
一
九
一
四
年
）
に
滋
賀
教
区
の

金こ
ん
ぜ勝
阿
弥
陀
寺
の
住
職
と
な
っ
た
後
も
、
居
住
地
は
成
等
庵
に
置
い

た
ま
ま
復
興
を
志
し
た
。
し
か
し
、
同
一
五
（
昭
和
元
＝
一
九
二

六
）
年
に
阿
弥
陀
寺
か
ら
同
じ
滋
賀
の
安
土
浄
厳
院
へ
転
住
と
な
り
、

さ
ら
に
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
は
増
上
寺
へ
昇
任
し
、
同
二
〇

（
一
九
四
五
）
年
、
志
を
達
せ
ず
し
て
遷
化
し
た）

14
（

。

　

そ
の
間
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
、
現
在
の
成
等
院
の
所
在
地

で
あ
る
「
西
ノ
京
鹿
垣
町
三
番
地
」
の
土
地
が
、
そ
の
所
有
者
で
あ

っ
た
「
西
ノ
京
中
」（
旧
葛
野
郡
西
ノ
京
村
の
村
有
地
）
か
ら
成
等

庵
へ
寄
付
さ
れ
た）

15
（

。

　

こ
の
直
後
の
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、
石
橋
誡
道
は
金
勝
阿
弥

陀
寺
の
住
職
に
就
任
し
て
い
る
が）

16
（

、
そ
の
後
も
京
都
に
所
在
す
る
宗

門
関
係
の
諸
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
、
大
島
と
同
様
に
成
等
庵

を
住
居
と
し
な
が
ら
、
そ
の
復
興
の
意
志
を
受
け
継
い
で
尽
力
し
た
。

　

昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
、「
宗
教
団
体
法
」
に
基
づ
い
て
初

め
て
成
等
庵
が
「
宗
教
団
体
」
と
し
て
登
記
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ

る
と
、
そ
の
前
年
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
に
成
等
庵
は
そ
の
名

称
を
「
成
等
院
」
と
改
め
た
。
こ
の
時
の
住
職
は
、
や
は
り
三
河
貞

照
院
出
身
で
大
島
徹
水
の
法
兄
杉
浦
良
善
で
あ
っ
た）

17
（

。

　

昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
、
増
上
寺
の
大
島
徹
水
が
遷
化
し
た

直
後
、
石
橋
誡
道
は
金
勝
阿
弥
陀
寺
の
住
職
か
ら
清
浄
華
院
に
昇
任

し
た）

18
（

。
こ
の
時
、
誡
道
は
初
め
て
成
等
院
を
離
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
も
清
浄
華
院
に
在
っ
て
成
等
院
の
復
興
に
努
め
た
。

　

翌
二
一
（
一
九
四
六
）
年
、
成
等
院
の
住
職
で
あ
っ
た
杉
浦
良
善

は
そ
の
職
を
辞
し
、
代
わ
っ
て
石
橋
誡
道
の
高
弟
石
橋
真
誡
が
住
職

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
同
二
四
（
一
九
四
九
）
年
、
成
等
院
は
「
上

京
区
御
前
通
下
立
売
下
ル
下
之
町
」
か
ら
、
現
在
の
所
在
地
「
中
京

区
西
ノ
京
鹿
垣
町
三
番
地
の
一
」
へ
移
転
し
、
同
二
八
（
一
九
五

三
）
年
、「
宗
教
法
人
法
」
に
よ
っ
て
初
め
て
「
宗
教
法
人
成
等
院
」

と
し
て
登
記
さ
れ）

19
（

、
こ
こ
に
名
実
共
に
成
等
庵
（
院
）
は
復
興
を
果

た
し
た
。
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こ
の
直
後
、
住
職
石
橋
真
誡
は
、
兼
務
寺
院
で
あ
っ
た
滋
賀
教
区

の
浄
西
寺
に
一
旦
住
居
を
移
し
た
が）

20
（

、
同
三
八
（
一
九
六
三
）
年
、

そ
の
兼
務
を
解
か
れ
、
成
等
院
に
帰
住
し
た）

21
（

。

　

な
お
、
成
等
院
の
復
興
を
成
し
遂
げ
た
清
浄
華
院
の
石
橋
誡
道
は
、

昭
和
四
〇
（
一
九
六
〇
）
年
に
遷
化
し
た）

22
（

。

　

こ
う
し
て
、
明
治
以
来
荒
廃
の
甚
だ
し
か
っ
た
成
等
庵
（
院
）
は
、

三
河
貞
照
院
出
身
の
大
島
徹
水
及
び
石
橋
誡
道
両
師
の
尽
力
に
よ
っ

て
遂
に
復
興
を
果
た
し
、
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
法
灯
が

承
け
継
が
れ
て
い
る
（
但
し
、
大
島
徹
水
・
石
橋
誡
道
両
師
と
も
、

成
等
庵
（
院
）
の
住
職
名
義
は
承
け
て
い
な
い
）。

ま
と
め
に
代
え
て

　

今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
何
点
か
あ
る
が
、
そ
の

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
当
庵
の
開
山
上
人
に
関
す
る
所
伝
に
つ
い
て

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
当
院
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
そ
の
沿

革
の
要
旨
は
、
昭
和
三
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
石
橋
誡
道
著
『
大
島
上

人
を
仰
ぐ
』
に
お
い
て
「
成
等
庵
は
昔
、
鹿
谷
忍
澂
上
人
の
帰
依
者

で
あ
っ
た
大
八
木
五
兵
衛
翁
が
資
財
を
投
し
て
寺
を
建
て
、
普
寂
徳

門
和
上
を
請
し
て
開
山
と
仰
ぎ
、
浄
土
律
院
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
寺

で
あ
る
」（
五
四
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
に
拠
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
成
等
庵
の
開
山
（「
中
興
律

法
開
祖
」）
は
普
寂
で
は
な
く
湛
慧
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
、
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
都
坊
目
誌
』（
註
４
参
照
）

に
「
成
等
庵　

下
之
町
西
側
の
端
十
二
番
戸
に
あ
り
。
浄
土
宗
鎮
西

派
武
蔵
国
東
京
市
芝
増
上
寺
に
属
す
。
延
享
四
年
正
月
僧
湛
慧
開
基

す
。」
と
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
正
確
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
よ
り
わ
ず
か
四
十
年
ほ
ど
後
に
、
意
図
せ
ず
し
て

誤
っ
た
「
寺
伝
」
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
石
橋
誡
道
が
何
故
普
寂
を
開
山

と
認
識
し
て
い
た
の
か
は
不
明
）。

　

私
は
以
前
に
、
自
坊
の
寺
伝
を
検
証
し
、
あ
る
理
由
に
よ
っ
て
開

山
上
人
の
名
前
が
書
き
替
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

23
（

。

今
回
の
成
等
庵
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
各
寺
院
の
「
寺
伝
」
を
検
証

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
よ
り
正
確
な
も
の
に
修
正
す
る
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

で
あ
る
。

１　

但
し
、
当
時
の
「
中
島
村
」
は
現
在
の
「
右
京
区
梅
ヶ
畑
中
嶋
町
」
よ
り

も
か
な
り
広
い
範
囲
で
、
神
護
寺
の
所
在
す
る
「
梅
ヶ
畑
高
雄
町
」
な
ど
も
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含
ま
れ
る
（『
日
本
歴
史
地
名
体
系 

27　

京
都
市
の
地
名
』
一
〇
五
七
頁
）。

２　
『
増
上
寺
史
料
集　

第
四
巻
』
一
二
四
頁
。

３　
「
成
等
菴
造
営
施
主
」
の
「
浄
栄
」
と
は
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）

に
湛
慧
が
、
荒
廃
し
て
い
た
御
室
の
長
時
院
（
黒
谷
金
戒
光
明
寺
末
）
を
律

院
と
し
て
復
興
し
た
時
の
「
外
護
首
」
で
あ
っ
た
「
大
八
木
浄
栄
」（
屋
号

「
丹
波
屋
五
兵
衛
」）
の
こ
と
で
あ
る
。（『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書 

五 

黒
谷
末

寺
由
緒
記
』『
増
上
寺
史
料
集 

第
五
巻
』
八
〇
頁
。『
長
時
院
律
法
開
祖
湛

慧
和
上
行
状
』『
浄
全 
18
』
一
八
八
～
九
頁
。『
摘
空
華
（
徳
門
和
上
行
状

記
）』『
浄
全 

18
』
二
九
一
～
二
頁
。
成
等
院
所
在
、
大
八
木
浄
源
・
妙
源

夫
妻
（
浄
栄
の
先
祖
）
の
位
牌
。）

４　

大
正
四
年
刊
『
京
都
坊
目
誌
』（『
新
修
京
都
藂
書 

18
』）
二
九
九
頁
。

５　

大
橋
俊
雄
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』（
斎
々
坊　

二
〇
〇
一
年
）
二
九
一
頁
。

６　
『
摘
空
華
』（
前
掲
）
二
九
二
～
三
頁
。
な
お
、
普
寂
に
つ
い
て
は
最
近
の

研
究
、
西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
』

（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー　

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。

７　
『
摘
空
華
』（
前
掲
）
二
九
三
頁
。

８　

同
前 

二
九
四
頁
。

９　

同
前 

二
九
五
頁
。

10　
『
増
上
寺
史
料
集 

第
四
巻
』
一
二
一
～
二
頁
。

11　
『
三
縁
山
誌
巻
四
』「
第
七
別
開
蓮
社
」
の
内
「
恵
照
律
院
」（『
浄
全 

19
』）
三
二
九
～
三
〇
頁
。
な
お
、
増
上
寺
及
び
山
内
寺
院
に
つ
い
て
は
最

近
の
研
究
、
伊
坂
道
子
『
芝
増
上
寺
境
内
地
の
歴
史
的
景
観
―
そ
の
建
築
と

都
市
的
空
間
―
』（
岩
田
書
院　

二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

12　
『
無
一
慧
頓
和
上
略
伝
』（『
浄
全 

18
』「
略
伝
集
」
の
内
）
五
五
九
頁
。

13　

石
橋
誡
道
『
大
島
上
人
を
仰
ぐ
』（
家
政
学
園　

一
九
五
七
年
）
五
四
～

五
頁
。

14　
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
七
一
頁
。『
大
島
上
人
を
仰
ぐ
』
九
～
一
〇
・
五
五

～
六
頁
。

15　
「
京
都
地
方
法
務
局
所
管
登
記
簿
謄
本
」。

16　
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
一
八
頁
。

17　
「
京
都
地
方
法
務
局
所
管
登
記
簿
謄
本
」。『
大
島
上
人
を
仰
ぐ
』
六
九
頁
。

18　
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
一
八
頁
。

19　
「
京
都
地
方
法
務
局
所
管
登
記
簿
謄
本
」。

20　
「
大
津
地
方
法
務
局
草
津
出
張
所
所
管
登
記
簿
謄
本
」。

21　
「
同
前
登
記
簿
謄
本
」。

22　
『
浄
土
宗
人
名
事
典
』
一
八
頁
。

23　

拙
稿
「
本
末
制
度
確
立
過
程
に
お
け
る
寺
伝
の
改
竄
―
所
謂
「
阿
弥
陀
寺

本
末
圏
」
諸
寺
院
の
場
合
―
」（『
仏
教
学
会
紀
要 

12
』）。
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浄
土
宗
と
真
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
の
相
違

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

浄
土
宗
と
真
宗
と
の
相
違
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
両
者
に
共
通
す
る
枠
組
み
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
。
法
然
を
祖
と
す
る
浄
土
宗
と
親
鸞
を
祖
と
す
る
真

宗
は
、
と
も
に
法
然
が
提
示
し
た
浄
土
三
部
経
を
所
依
の
経
典
と
し
、

そ
れ
に
基
づ
き
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
。
つ
ま
り
浄
土
宗
と
真
宗
の

共
通
点
は
、
浄
土
三
部
経
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
そ
こ
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、

こ
の
共
通
点
を
大
枠
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
細
部
は
異

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
く
浄
土
三
部
経
や
阿
弥
陀
仏
を
重
視

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
釈
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

本
稿
は
そ
の
相
違
の
一
端
を
、
法
然
・
浄
土
宗
と
親
鸞
・
真
宗
の
阿

弥
陀
経
理
解
の
差
異
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
本
稿
は
『
浄
土
宗
の
「
浄
土
三
部
経
」
理
解
―
法
然
上
人
と

親
鸞
聖
人
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
総
研
叢
書
第
八
集
、
浄
土
宗
、

二
〇
一
四
）
の
「
第
四
章　

浄
土
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
」
に
基

づ
き
つ
つ
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
考
察
す
べ
き
点

　

浄
土
宗
と
真
宗
で
は
、
繰
り
返
す
が
、
浄
土
三
部
経
と
い
う
大
枠

は
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
細
部
は
異
な
っ
て
い

る
。
細
部
と
は
経
典
の
解
釈
で
あ
り
、
ま
た
経
文
一
句
一
句
の
理
解

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
異
な
る
と
は
、
同
じ
よ
う
に
経
文
を
読
み

な
が
ら
、
浄
土
宗
と
真
宗
は
そ
の
理
解
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
な
り
を
示
す
た
め
に
『
阿
弥
陀
経
』
に

説
か
れ
る
「
執
持
名
号
」
の
理
解
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
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三
、
浄
土
宗
と
真
宗
の
「
執
持
名
号
」
の
理
解

　
『
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
「
執
持
名
号
」
は
、
浄
土
宗
に
と
っ

て
は
称
名
念
仏
の
相
続
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。『
現
代
語
訳　

浄

土
三
部
経
』（
二
五
〇
頁
）
で
は
執
持
名
号
を
含
む
『
阿
弥
陀
経
』

の
一
節
を
以
下
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　

男
で
あ
れ
女
で
あ
れ
善
良
な
人
々
が
、
も
し
も
阿
弥
陀
仏
に

つ
い
て
説
か
れ
る
の
を
聞
い
て
〔
往
生
を
願
い
、『
南
無
阿
弥

陀
仏
』
と
〕
念
仏
を
称
え
続
け
る
こ
と
…
（
二
五
〇
頁
）

　

こ
の
箇
所
に
は
註
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
和
訳
が
善
導
の
『
往

生
礼
讃
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
註
が
示
す

『
往
生
礼
讃
』
の
当
該
箇
所
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

若
し
衆
生
有
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞
き
て
、
即
ち
應
じ
て

名
号
を
執
持
す
る
こ
と
、
若
は
一
日
、
若
は
二
日
乃
至
七
日
、

一
心
に
仏
を
称
し
て
乱
れ
ざ
れ
ば
…
（
浄
全
四
・
三
七
六
上
。

傍
線
筆
者
）

　

善
導
の
所
説
に
基
づ
き
、
現
代
語
訳
で
は
執
持
名
号
を
称
名
念
仏

の
相
続
と
理
解
し
て
、
和
訳
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
真
宗
は
こ

れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
『
真
宗
新
辞

典
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
三
）
の
執
持
名
号
の
項
を
見
て
み
よ
う
。

弥
陀
の
名
号
を
一
心
不
乱
に
信
じ
た
も
つ
こ
と
。「
阿
弥
陀
仏

を
説
く
を
聞
き
て
名
号
を
執
持
す
」〔
小
経
〕
と
は
、
顕
の
義

で
は
真
門
の
自
力
念
仏①

を
意
味
す
る
が
、
隠
の
義
で
は
他
力
の

金
剛
心
を
意
味
し
、
名
号
を
聞
信
す
る
信
心
と
信
相
続
の
念
仏②

を
い
う
。（
二
三
七
―八
頁
。
傍
線
筆
者
）

　

真
宗
は
三
部
経
を
理
解
す
る
に
当
た
り
、
三
経
差
別
と
三
経
一
致

と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
。
三
経
差
別
と
は
、
三
部
経
の
そ
れ
ぞ

れ
が
異
な
る
教
え
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
顕
説
な
ど

と
も
い
う
。
三
経
一
致
と
は
、
三
部
経
は
一
致
し
て
他
力
念
仏
を
説

き
明
か
す
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
説
か
れ

る
の
で
は
な
く
、
三
部
経
の
隠
れ
た
意
図
で
あ
り
、
ひ
そ
か
に
彰
か

に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
の
で
、
隠
彰
な
ど
と
い
う
。
要
す
る
に
真

宗
で
は
、
三
部
経
そ
れ
ぞ
れ
が
顕
か
に
個
々
別
々
に
異
な
る
教
え
を

説
き
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
は
隠
れ
た
意
図
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
理
解

す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
解
に
基
づ
く
と
一
つ
の
経
文
に
も
、
そ
れ
が
顕
か
に
示
す

意
味
と
隠
れ
た
意
図
と
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
『
真
宗
新
辞

典
』
の
引
用
も
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。
傍
線
部
①
は
執
持
名
号
が

「
真
門
の
自
力
念
仏
」
を
意
味
す
る
と
い
う
顕
の
義
で
あ
る
。
傍
線

部
②
は
、
そ
れ
が
「
他
力
の
金
剛
心
」
を
意
味
す
る
と
い
う
隠
の
義
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で
あ
る
。
こ
れ
は
字
義
通
り
に
執
持
名
号
を
理
解
す
る
と
自
力
の
念

仏
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
意
図
は
信
心
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

親
鸞
・
真
宗
の
執
持
名
号
理
解

　

こ
の
真
宗
の
理
解
は
親
鸞
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は

主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
の
化
身
土
文
類
（『
浄
土
真
宗
聖
典
』

三
九
七
―八
頁
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
を

述
べ
て
い
る
。

『
観
経
』
に
准
知
す
る
に
、
こ
の
『
経
』（
小
経
）
に
ま
た
顕
彰

隠
密
の
義
あ
る
べ
し
。
顕
と
い
ふ
は
、
経
家
は
一
切
諸
行
の
少

善
を
嫌
貶
し
て
、
善
本
徳
本
の
真
門
を
開
示
し
、
自
利
の
一
心

を
励
ま
し
て
難
思
の
往
生
を
勧
む①

。　
こ
こ
を
も
つ
て
『
経
』

（
同
）
に
は
「
多
善
根
・
多
功
徳
・
多
福
徳
因
縁
」
と
説
き
、

釈
（
法
事
讃
・
下 

五
六
三
）
に
は
「
九
品
と
も
に
回
し
て
不

退
を
得
よ
」
と
い
へ
り
。
あ
る
い
は
「
無
過
念
仏
往
西
方
三
念

五
念
仏
来
迎
」（
同
・
意 

五
七
五
）
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
こ
れ
、

こ
の
『
経
』（
小
経
）
の
顕
の
義
を
示
す
な
り
。
こ
れ
す
な
は

ち
真
門
の
な
か
の
方
便
な
り
。
彰
と
い
ふ
は
、
真
実
難
信
の
法

を
彰
す
。
こ
れ
す
な
は
ち
不
可
思
議
の
願
海
を
光
闡
し
て
、
無

礙
の
大
信
心
海
に
帰
せ
し
め
ん
と
欲
す②

。　
ま
こ
と
に
勧
め
、
す

で
に
恒
沙
の
勧
め
な
れ
ば
、
信
も
ま
た
恒
沙
の
信
な
り
。
ゆ
ゑ

に
甚
難
と
い
へ
る
な
り
。

　
『
阿
弥
陀
経
』
は
、
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
顕
の
義
と
し
て
自
力

の
念
仏
行
を
説
き
、
隠
彰
の
義
と
し
て
真
実
難
信
の
法
を
説
く
の
で

あ
る
。
浄
土
三
部
経
に
説
か
れ
る
行
と
信
を
比
較
し
た
場
合
、
信
に

重
き
が
置
く
の
が
親
鸞
の
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
言
葉
に
よ
く

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
経
の
大
綱
、
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
信
心
を
彰

し
て
能
入
と
す
。
ゆ
ゑ
に
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
。

「
如
是
」
の
義
は
す
な
は
ち
よ
く
信
ず
る
相
な
り
。
い
ま
三
経

を
案
ず
る
に
、
み
な
も
つ
て
金
剛
の
真
心
を
最
要
と
せ
り
。

（『
教
行
信
証
』
化
身
土
文
類
、『
浄
土
真
宗
聖
典
』
三
九
八
頁
）

　

親
鸞
に
と
っ
て
浄
土
三
部
経
は
、
信
心
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
こ
そ
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
信
に
重
き
を
置
く
親

鸞
の
三
部
経
理
解
が
、『
阿
弥
陀
経
』
の
執
持
名
号
の
理
解
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
真
宗
の

『
阿
弥
陀
経
理
解
』
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
の
東
本
願
寺
の
学
匠
で

あ
る
深
励
は
『
阿
弥
陀
経
講
義
』（『
浄
土
三
部
経
講
義
３　

阿
弥
陀

経
講
義
』
香
月
院
深
励
著
作
集
七
、
法
蔵
館
、
一
九
八
一
）
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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此
執
持
名
号
我
祖
（
＝
親
鸞
）
の
釈
で
は
信
心
の
こ
と
に
し
給

う
。
人
み
な
知
る
所
な
り
。
故
に
今
家
の
末
学
此
執
持
名
号
の

一
句
を
初
め
か
ら
信
心
の
こ
と
に
し
て
し
ま
う
。
是
も
学
び
の

様
の
麁
漫
な
か
ら
お
こ
る
。
此
一
句
を
た
だ
信
心
の
こ
と
許
り

に
し
て
は
此
一
段
の
経
文
に
称
名
念
仏
を
説
い
た
所
外
に
な
い
。

（
中
略
）
こ
れ
み
な
深
く
考
え
ぬ
失
な
り
。
執
持
と
云
う
は
隠

義
で
は
信
心
の
こ
と
に
な
れ
ど
も
執
持
名
号
の
一
句
や
は
り
名

号
を
と
な
え
る
こ
と
。
其
心
を
よ
く
解
し
得
ね
ば
な
ら
ぬ
也

（
二
二
九
頁
。（
）
内
、
傍
線
筆
者
）

　

こ
の
指
摘
は
真
宗
が
執
持
名
号
を
信
に
引
き
付
け
て
理
解
し
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
深
励
自
身
は
、
そ
れ
に
対
し
て
執
持
名

号
が
「
名
号
を
と
な
え
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
、『
阿
弥
陀
経
』

が
信
だ
け
で
は
な
く
、
行
を
説
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
が

「
今
家
の
末
学
此
執
持
名
号
の
一
句
を
初
め
か
ら
信
心
の
こ
と
に
し

て
し
ま
う
」
と
言
う
の
は
、
真
宗
に
お
い
て
信
に
重
き
を
置
く
理
解

が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
深
励
は
そ
の
傾
向
を

「
学
び
の
様
の
麁
漫
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、

真
宗
の
執
持
名
号
理
解
が
信
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

深
励
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
の
考
察
か
ら
我
々
が
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
親
鸞
に
端
を

発
す
る
信
に
重
き
を
置
く
真
宗
の
三
部
経
理
解
、
あ
る
い
は
『
阿
弥

陀
経
』
理
解
が
、「
執
持
名
号
」
と
い
う
一
つ
の
経
文
の
理
解
を
浄

土
宗
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
然
・
浄
土
宗
の
執
持
名
号
理
解

　

そ
れ
で
は
、
法
然
・
浄
土
宗
の
理
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
法
然

は
『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
お
い
て
「
執
持
名
号
と
は
こ
れ
正
修
念
仏
な

り
」（
浄
全
九
・
三
六
二
下
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
正
修

念
仏
」
は
「
正
修
念
仏
と
は
、
謂
わ
く
こ
れ
一
心
に
彼
の
仏
の
名
号

を
稱
念
す
る
を
名
づ
け
て
念
仏
と
す
」（
同
三
六
二
上
）
と
説
か
れ

て
い
る
か
ら
、
一
心
に
仏
の
名
を
称
え
る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。『
浄
土
宗
大
辞
典
』
二
巻
の
執
持
名
号
の
項
の
な
か
で

も
「
法
然
上
人
は
『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
「
執
持
名
号
と
は
、
こ
れ
正

修
念
仏
な
り
」
と
説
か
れ
て
口
称
念
仏
の
意
味
に
解
し
た
」（
一
七

九
頁
）
と
あ
り
、
浄
土
宗
の
執
持
名
号
の
理
解
が
、
法
然
『
阿
弥
陀

経
釈
』
も
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
「
執
持
名
号
」
の
後
に
続
く
「
若
一
日
若
二
日
…
」
は
『
四

十
八
巻
伝
』
に
お
い
て
百
万
遍
の
念
仏
を
説
明
す
る
た
め
に
引
用
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
文
を
「
も
し
は
一
日
、
も
し
は

二
日
な
い
し
七
日
、
念
仏
申
す
人
、
極
楽
に
生
ず
る
」（
聖
典
六
・

三
四
一
頁
）
と
紹
介
し
て
お
り
、
称
名
と
い
う
行
に
重
き
を
置
い
た
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『
阿
弥
陀
経
』
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

法
然
に
端
を
発
す
る
浄
土
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
に
お
い
て
執

持
名
号
は
、
称
名
念
仏
の
相
続
を
意
味
し
、
そ
れ
は
行
に
重
き
を
置

い
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、
理
解
の
違
い
か
ら
生
ま
れ
る
相
違

　

浄
土
宗
と
真
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
、
あ
る
い
は
三
部
経
理
解

は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
教
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
両
者
が
異
な
る

一
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
執
持
名
号
の
理
解
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
相
違
は
教
学
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
檀
信
徒
向
け
の
説
明
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
真
宗
大
谷
派
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
見
ら
れ
る
相
違
を
紹
介
し
よ
う
。（
以
下
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
引
用

の
傍
線
筆
者
。）

浄
土
宗
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
私
た
ち
の
宗
旨
よ
り
）

阿
弥
陀
仏
の
平
等
の
お
慈
悲
を
信
じ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

み
名
を
称
え
て
、
人
格
を
高
め
、
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
、
明

る
い
安
ら
か
な
毎
日
を
送
り
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願

う
信
仰
で
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩

む
道
）
よ
り
）

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
信
心
を
め
ぐ
ま
れ
、
念
仏
を

申
す
人
生
を
歩
み
、
こ
の
世
の
縁
が
尽
き
る
と
き
浄
土
に
生
ま

れ
て
仏
と
な
り
、
迷
い
の
世
に
還
っ
て
人
々
を
教
化
す
る
。

真
宗
大
谷
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
教
化
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
南
無
阿
弥
陀

仏
っ
て
何
？
よ
り
）

親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
を
と
お
し
て
、
我
が
身
に
い
た
だ
か
れ

た
お
念
仏
は
、
そ
れ
と
は
全
く
反
対
に
、
仏
さ
ま
が
私
を
念
ず

る
、
仏
さ
ま
の
行
で
す
。　
仏
さ
ま
の
呼
び
か
け
で
す
。
親
鸞
聖

人
は
「
大
」
の
一
字
を
加
え
て
大
行
と
表
し
て
い
ま
す
。
仏
さ

ま
の
大
い
な
る
お
は
た
ら
き
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

（
中
略
）
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
す
と
き
は
、
仏

さ
ま
が
私
を
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
る
と
き
で
す
。
お
念
仏
は
、

人
間
を
見
捨
て
な
い
仏
さ
ま
の
願
い
が
、
ま
さ
し
く
南
無
阿
弥

陀
仏
の
言
葉
と
な
っ
て
、
私
た
ち
に
ま
で
届
け
ら
れ
た
仏
さ
ま

の
名
告
り
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
章
は
、
檀
信
徒
あ
る
い
は
門
徒
向
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
派
の
教
え
を
分
り
や
す
く
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

三
派
の
相
違
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
傍
線
部
に
注
目
す
る
と
、
浄

土
宗
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
信
じ
る
自
分
が
念
仏
を
称
え
往
生
す
る
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こ
と
と
な
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
信
心
は
阿
弥
陀
仏
か
ら

恵
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
を
称
え
る
の
で
あ
る
。

真
宗
大
谷
派
で
は
念
仏
が
仏
の
行
と
さ
れ
て
い
る
。

　

念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
三
派
に
共
通
と
い
え
る
が
、
そ
の
理
解
は

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
異
な

り
が
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
教
学
が
異
な
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
は
法
然
と
親
鸞
の
三
部
経
理
解
の
相
違
か
ら
生
じ
て
い

る
。
八
〇
〇
年
前
に
生
ま
れ
、
連
綿
と
行
わ
れ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の

宗
派
の
経
典
理
解
の
相
違
は
、
現
代
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
阿
弥
陀
経
』
の
一
句
「
執
持
名
号
」
に
つ
い
て
、

浄
土
宗
と
真
宗
と
の
理
解
の
相
違
を
中
心
に
考
察
を
行
な
っ
た
。
ま

た
そ
れ
が
現
在
に
影
響
し
た
例
と
し
て
、
各
派
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

紹
介
し
た
。

　

経
典
の
理
解
は
、
祖
師
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
が
定
め
ら
れ
、
歴
史

の
中
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
派
に
お
け
る
経

典
理
解
の
相
違
を
考
え
る
こ
と
は
、
自
身
の
経
典
理
解
を
改
め
て
考

え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
真
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
を
考
察

す
る
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
を
深
め
る
契
機
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
私
は
浄
土
宗
の
『
阿

弥
陀
経
』
理
解
、
あ
る
い
は
「
三
部
経
」
理
解
が
、
あ
る
意
味
で
独

特
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
執
持
名
号
の
理
解
の
相
違
を

考
察
す
る
と
、
真
宗
は
信
に
重
き
を
置
き
、
浄
土
宗
は
行
に
重
き
を

置
く
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
親
鸞
・
真
宗
の
思
想
が
法
然
・

浄
土
宗
の
思
想
の
徹
底
と
理
解
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
前
者
の
思
想

を
後
者
と
比
べ
て
深
い
と
判
断
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
な
か
で
、

両
者
の
思
想
が
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
を

与
え
る
。
親
鸞
・
真
宗
が
信
に
重
き
を
置
い
た
と
す
れ
ば
、
法
然
・

浄
土
宗
は
行
に
重
き
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
姿
勢
は
親
鸞
・
真
宗
の
教
え
と
比
較
し
て
微
塵
も
劣
っ
た
と
こ

ろ
は
な
く
、
ま
た
親
鸞
・
真
宗
が
法
然
・
浄
土
宗
と
比
較
し
て
、
徹

底
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
深
い
こ
と
も
全
く
な
い
。
浄
土
宗
に
お

け
る
法
然
は
、
徹
底
し
た
念
仏
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
深
い
思

想
を
説
く
仏
教
者
な
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
一
段
は
私
見
で
あ
る
が
、
法
然
・
浄
土
宗
と
親
鸞
・
浄
土

真
宗
の
『
阿
弥
陀
経
』
理
解
の
相
違
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
我
々
浄
土
宗
の
教
え
の
特
徴
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
結

び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
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る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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宗
祖
の
真
意
─
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
─

石　

田　

孝　

信

一　

は
じ
め
に

　
「
浄
土
宗
は
古
い
、
今
の
時
代
に
即
応
し
て
い
な
い
。
念
仏
な
ん

か
し
て
い
る
か
ら
駄
目
な
ん
だ
」
と
い
う
ご
意
見
を
あ
る
僧
侶
か
ら

伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、「
お
念
仏
は
縁
起
が
悪
い
。
死
者
の

た
め
に
称
え
る
も
の
で
自
分
に
は
必
要
な
い
」、
時
に
は
「
お
念
仏

を
称
え
て
も
退
屈
で
つ
ま
ら
な
い
」
な
ど
の
意
見
や
感
想
を
一
般
の

方
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
れ
が
す
べ
て
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
お
念
仏
が
誤

解
さ
れ
、
本
来
の
意
味
や
価
値
を
失
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
現
状
は
、

浄
土
宗
の
損
失
と
考
え
る
。
以
下
、
法
然
上
人
が
示
さ
れ
た
「
た
だ

一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
の
教
え
を
考
察
し
、
人
生
の
目
的
を
明
ら
か

に
し
、
日
々
の
暮
ら
し
に
生
き
甲
斐
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
お
念
仏

の
素
晴
ら
し
さ
を
論
証
す
る
。

二　

た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し

　
　

１　

作
者　

法
然
上
人

　
　

２　

典
拠　

勢
観
房
源
智
相
承
の
「
上
人
の
一
枚
消
息
」

　

法
然
上
人
行
状
絵
図
第
四
十
五
巻
（
以
下
絵
図
）
に
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
で
、
浄
土
宗
日
常
勤
行
式
で
拝
読
す
る
宗
祖
法
然
上
人
御

遺
訓
一
枚
起
請
文
と
内
容
は
同
じ
で
す
が
、「
唐
土
我
朝
に
、
も
ろ

も
ろ
の
智
者
達
の
」
か
ら
始
ま
り
「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
で

終
わ
る
処
が
違
う
。

　
　

３　

由
来　

上
人
終
焉
の
期
近
付
き
給
い
て
、
勢
観
房
『
念
仏

の
安
心
、
年
来
御
教
誡
に
与
る
と
雖
も
、
猶
御
自
筆
に
肝
要
の
御
所

存
一
筆
遊
ば
さ
れ
て
賜
り
て
、
後
の
御
形
見
に
供
え
侍
ら
ん
』
と
申

さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
御
筆
を
染
め
ら
れ
け
る
状
に
云
く
、「
唐
土
我

が
朝
に
、（
中
略
）
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
。
云
々
」
真
に
末
代
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の
亀
鏡
に
た
れ
る
も
の
か
、
上
人
の
一
枚
消
息
と
名
付
け
て
、
世
に

流
布
す
る
こ
れ
な
り
。（
絵
図
第
四
十
五
巻
）

　
　

４　

意
味　

と
も
か
く
お
念
仏
だ
け
し
な
さ
い

　
　

５　

語
意　

一
向
＝
諸
行
を
廃
し
て
た
だ
念
仏
を
用
い
る
が
故

に
一
向
と
云
う
（
選
択
本
願
念
仏
集
第
４
章
）

　
　

念
仏
＝
念
仏
は
、
仏
の
法
身
を
観
ず
る
に
も
あ
ら
ず
、
仏
の
相

好
を
観
ず
る
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
も
は
ら
弥

陀
の
名
号
を
称
す
る
を
、
こ
れ
を
念
仏
と
は
申
す
な
り
。（
昭
和
新

修
法
然
上
人
全
集
）

　
　

６　

根
拠　

文
の
構
成
は
、
副
詞
た
だ
～
助
動
詞
べ
し
、
で
組

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
強
く
勧
め
る
気
持
ち
を
表
し
、「
と

も
か
く
～
し
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。（
ベ
ネ
ッ
セ
古
語
辞

典
）

　
　

７　

参
考　

こ
の
こ
と
は
、
専
修
念
仏
を
宗
義
の
根
幹
に
据
え

て
浄
土
宗
を
開
宗
さ
れ
た
法
然
上
人
が
、
選
択
本
願
念
仏
集
の
表
題

に
掲
げ
ら
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
佛　

往
生
の
業
に
は
念
仏
を
先
と

す
」
と
い
う
教
え
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
法

然
上
人
ご
自
身
が
こ
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
次

の
回
想
か
ら
も
拝
察
で
き
る
。

　
『
こ
こ
に
お
い
て
貧
道
、
昔
、
こ
の
典
を
被
閲
し
て
ほ
ぼ
素
意
を

識
り
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
捨
て
て
、
こ
こ
に
念
仏
に
帰
す
。
そ

れ
よ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
自
行
化
他
た
だ
念
仏
を
縡
と
す
』

（
選
択
本
願
念
仏
集
第
十
六
章
）

三　

宗
祖
の
真
意　

な
ぜ
お
念
仏
だ
け
で
よ
い
の
か

　
　

１　

阿
弥
陀
仏
の
本
願

　
「
我
須
く
は
衆
生
の
為
に
、
永
劫
の
修
行
を
送
り
、
僧
祇
の
苦
行

を
廻
ら
し
て
、
万
行
万
善
の
果
徳
円
満
し
、
自
覚
覚
他
の
覚
行
窮
満

し
て
、
そ
の
成
就
せ
ん
所
の
、
万
徳
無
漏
の
一
切
の
功
徳
を
以
て
、

我
が
名
号
と
し
て
衆
生
に
唱
え
し
め
ん
。
衆
生
若
し
こ
れ
に
於
い
て
、

信
を
致
し
て
称
念
せ
ば
、
我
が
願
に
応
え
て
生
ま
る
る
事
を
得
べ

し
」　
（
絵
図
第
三
十
二
巻
）

　

先
ず
第
一
に
、
お
念
仏
に
は
阿
弥
陀
仏
の
万
徳
が
含
ま
れ
て
い
て
、

お
念
仏
を
称
え
る
人
を
必
ず
極
楽
に
救
う
こ
と
を
、
阿
弥
陀
仏
が
本

願
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　

２　

名
号
を
も
っ
て
導
く

「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
名
号
を
も
っ
て
罪
悪
の
衆
生
を
導
か
ん
と

誓
い
給
い
た
れ
ば
、
た
だ
一
向
に
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
、
仏
の
来
迎

は
法
爾
の
道
理
に
て
疑
い
無
し
」　
（
絵
図
第
二
十
一
巻
）

　

阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
救
う
手
立
て
・
方
法
と
し
て
、
名
号
つ
ま
り



─ 168 ─

お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
を
方
便
に
さ
れ
て
い
る
と
頂
か
れ
た
法
然
上

人
の
領
解
に
注
目
し
た
い
。

　
　

３　

名
号
の
働
き

　
「
上
人
答
え
給
は
く
。
妄
念
余
念
を
も
か
え
り
み
ず
、
散
乱
不
浄

を
も
い
は
ず
、
唯
口
に
名
号
を
唱
え
よ
。
も
し
能
く
称
名
す
れ
ば
佛

名
の
徳
と
し
て
妄
念
自
止
、
散
乱
自
静
り
三
業
自
調
て
願
心
自
発
な

り
。（
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
・
聖
光
聖
覚
両
上
人
と
の
問
答
）

　

こ
こ
に
、
信
行
具
足
の
お
念
仏
の
実
践
を
重
視
さ
れ
た
法
然
上
人

の
真
意
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
念
仏
為
先
」
先
ず
お

念
仏
し
な
さ
い
。
理
屈
で
は
理
解
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
と
も
か
く
お
念
仏
だ
け
し
な
さ
い
」
何
故
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
万

徳
の
込
め
ら
れ
た
名
号
を
唱
え
る
と
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
必

ず
救
う
ぞ
と
お
誓
い
に
な
っ
た
本
願
力
が
働
い
て
下
さ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
す
、
と
御
教
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
お
念
仏
が
独
り
言
や
空
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
を
、

法
然
上
人
は
、「
念
仏
の
行
、
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り
」（
選

択
集
第
十
六
章
）
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
ま
ま
で
は

隔
絶
し
て
交
流
の
し
よ
う
が
な
い
二
つ
の
も
の
が
、
大
地
の
池
の
水

が
空
の
月
を
写
す
よ
う
に
、
お
念
仏
す
る
と
、
阿
弥
陀
仏
と
私
が
感

応
同
交
し
、
親
子
の
よ
う
な
親
し
い
関
係
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
き
て
初
め
て
生
き
た
信
仰
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
実
際
に
阿
弥
陀
仏
の
お
護
り
と
お
導
き
を
頂
く
こ
と
が

で
き
る
お
念
仏
生
活
の
悦
び
と
有
り
難
さ
を
、
感
動
を
伴
っ
て
詠
わ

れ
た
の
が
宗
歌
「
月
影
」
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
佛
教
論
叢
』
第
五
十
八
号
に
、
宗
歌
の
真
意
（
現
当
二
世
の
浄
土

宗
）
と
い
う
拙
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

三
「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
」
に
つ
い
て

　
　

１　

語
意　

智
者
＝
さ
と
り
に
至
る
道
に
入
っ
て
い
る
人
（
中

村
元
佛
教
語
大
辞
典
）
故
に
自
力
聖
道
門
の
念
仏
者

　
　

ふ
る
ま
い
＝
動
詞
「
振
る
舞
う
」
の
連
用
形
の
名
詞
化　

行

動
・
動
作
（
古
語
辞
典
）

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
智
者
と
は
冒
頭
に
登
場
す
る
智
者
達
の
こ
と
で

あ
り
、
ふ
る
ま
い
は
、
当
時
の
念
仏
者
の
状
況
を
考
え
る
と
、
観
念

の
念
仏
や
観
称
兼
修
す
る
こ
と
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

　
　

２　

意
味　

聖
道
門
の
智
者
の
よ
う
に
、
観
念
の
念
仏
を
し
た

り
観
称
兼
修
を
し
な
い
で
、
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
背

景
に
は
、「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
の
教
え
に
違
背
し
、
選
択

本
願
の
口
称
念
仏
を
専
修
し
な
い
人
達
を
、
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。
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四
「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
し
て
疑
い
な
く
」
の
句
読
点

に
つ
い
て

　
　

１　

語
意　

疑
い
な
く
の
「
な
く
」
は
、「
無
し
」
の
連
用
形

で
文
の
中
止
法
に
用
い
る
。（
集
英
社
古
語
辞
典
）

　
　

２　

文
例　

よ
く
学
び
、
よ
く
遊
ぶ
の
学
び
の
よ
う
に
、
文
の

中
止
に
用
い
る
。
以
上
か
ら
、
申
し
て
疑
い
な
く
の
後
に
読
点
を
付

け
る
こ
と
が
、
文
法
上
か
ら
も
適
切
と
考
え
る
。

　
　

３　

句
読
点　

本
来
、
絵
図
の
「
上
人
の
一
枚
消
息
」
に
は
、

句
読
点
は
付
い
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
拝
読
を
助
け
、
文
意
の
理
解
を

損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
句
読
点
を
付
け
て
み
ま

す
。

　
　

た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
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
仔
細
候
わ

ず
。

　
　

４　

構
成　

こ
こ
は
、
浄
土
宗
の
目
的
を
掲
げ
、
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
信
行
を
、
繰
り
返
し
丁
寧
に
説
い
て
い
る

構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
目
的
は
勿
論
往
生
極
楽
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
信
と
行
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
前
節
で
は
行
、
後
節
で

は
信
を
強
調
す
る
体
裁
を
取
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
前
節
は
「
南

無
阿
弥
陀
佛
と
申
し
て
」
が
行
、「
疑
い
な
く
」
が
信
、
そ
し
て
後

節
は
「
往
生
す
る
ぞ
と
思
い
と
り
て
」
が
信
、「
申
す
」
が
行
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
但
信
口
称
で
本
当
に
往
生
が

出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
本
願
を
疑
う
人
た
ち
が
い
た
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

　
　

５　

根
拠　

①
称
名
勝
行
の
疑
い
を
排
斥

　

或
る
時
上
人
、「
往
生
の
業
に
は
、
称
名
に
過
ぎ
た
る
行
有
る
べ

か
ら
ず
」
と
申
さ
る
る
を
、
慈
眼
房
は
、
観
佛
優
れ
た
る
由
を
宣
い

け
れ
ば
、
称
名
は
、
本
願
の
行
な
る
故
に
、
勝
る
べ
き
由
を
立
て
申

し
給
う
に
、
慈
眼
房
ま
た
「
先
師
良
忍
上
人
も
、
観
佛
優
れ
た
り
と

こ
そ
仰
せ
ら
れ
し
か
」
と
宣
い
け
る
に
、
上
人
、「
良
忍
上
人
も
先

に
こ
そ
生
ま
れ
給
い
た
れ
」
と
申
さ
れ
け
る
時
、
慈
眼
房
腹
立
て
し

給
い
け
れ
ば
、「
善
導
和
尚
も
、
上
来
、
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と

い
え
ど
も
、
仏
の
本
願
に
望
む
れ
ば
、
意
、
衆
生
を
し
て
一
向
に
専

ら
弥
陀
の
仏
名
を
称
せ
し
む
る
に
在
り
と
釈
し
給
え
り
。
称
名
優
れ

た
り
と
い
う
こ
と
明
ら
か
な
り
。
聖
教
を
ば
、
善
く
善
く
御
覧
候
わ

で
」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。（
絵
図
第
六
巻
）

　

こ
の
よ
う
に
、
観
念
の
念
仏
が
勝
れ
て
い
て
、
称
名
の
念
仏
は
劣

っ
て
い
る
と
考
え
る
観
勝
称
劣
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
し
て
」
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
は
不
可
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能
で
あ
る
と
多
く
の
人
々
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
対
す
る
「
疑
い
な
く
」
で
あ
る
。

　

②
観
称
兼
修
を
排
斥

　

鎮
西
よ
り
上
洛
せ
る
修
行
者
、
上
人
の
庵
室
に
参
じ
て
、
い
ま
だ

見
参
に
入
ら
ざ
る
先
に
、
御
弟
子
に
対
し
て
、「
称
名
の
時
、
仏
の

相
好
に
心
を
掛
く
る
こ
と
は
、
い
か
が
候
べ
き
」
と
、
尋
ね
申
し
け

れ
ば
、「
目
出
度
く
こ
そ
侍
ら
め
」
と
申
し
け
る
を
、
上
人
道
場
に

て
聞
き
給
い
け
る
が
、
明
障
子
を
開
け
給
い
て
、
源
空
は
し
か
ら
ず
。

た
だ
「
若
し
我
成
仏
せ
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
称
え
て
、

下
十
声
に
至
る
ま
で
、
若
し
生
ぜ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
彼
の

仏
今
現
に
、
世
に
在
し
て
成
仏
し
た
ま
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
本
誓

の
重
願
虚
し
か
ら
ず
、
衆
生
称
念
す
れ
ば
、
必
ず
往
生
を
得
ん
」
と

思
う
ば
か
り
な
り
。
我
等
が
分
に
て
、
い
か
に
観
ず
と
も
、
さ
ら
に

如
説
の
観
に
非
じ
。
た
だ
深
く
本
願
を
憑
み
て
、
口
に
名
号
を
唱
う

る
の
み
。
仮
令
な
ら
ざ
る
行
な
り
と
ぞ
、
仰
せ
ら
れ
け
る
。（
絵
図

第
二
十
三
巻
）

　

こ
の
よ
う
に
観
称
兼
修
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
の
膝
下
に
て
教
え

を
受
け
て
い
る
お
弟
子
で
も
、
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
て
い
た
様
子
が

窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
の
教
え
を
素

直
に
実
践
す
る
こ
と
が
、
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
し
て
疑
い
な

く
」
と
口
称
念
仏
だ
け
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
こ
と
が
拝

察
で
き
る
。
参
考　

本
願
の
念
仏
に
は
、
独
り
立
ち
を
せ
さ
せ
て
、

助
を
差
さ
ぬ
な
り
。
助
と
い
う
は
、
智
恵
を
も
助
に
差
し
、
持
戒
を

も
助
に
差
し
、
道
心
を
も
助
に
差
し
、
慈
悲
を
も
助
に
さ
す
な
り
。　

（
絵
図
第
二
十
一
巻
）

五　
「
高
声
念
仏
」
に
つ
い
て

　
　

１　

基
本　

又
云
、
念
仏
は
や
う
な
き
を
も
て
な
り
。
名
号
を

称
う
る
ほ
か
、
一
切
や
う
な
き
事
と
云
り
。（
昭
和
新
修
法
然
上
人

全
集
）
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
然
上
人
は
お
念
仏
の
称
え
方
に
つ
い
て

は
特
別
の
形
式
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

２　

分
類　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
敢
え
て
現
状
に
行
わ
れ

て
い
る
お
念
仏
を
分
類
す
る
と
、
次
の
三
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

①
儀
式
法
要
で
の
お
念
仏
＝
法
式
に
よ
る
称
え
方

　
　
　

②
日
常
生
活
で
の
お
念
仏
＝
我
が
耳
に
聞
こ
え
る
ほ
ど

　
　
　

③
別
時
修
行
で
の
お
念
仏
＝
高
声
念
仏

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
お
念
仏
が
振
る
わ
な
い
、
盛

ん
に
な
ら
な
い
原
因
の
一
つ
に
、
法
然
上
人
が
自
ら
実
践
さ
れ
、
人

に
も
勧
め
て
お
ら
れ
た
高
声
念
仏
が
誤
解
さ
れ
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
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い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
　

３　

根
拠　

十
一
日
の
辰
時
に
、
上
人
起
き
居
給
い
て
、
高
声

念
仏
し
給
う
。
聞
く
人
皆
涙
を
流
す
。
弟
子
等
に
告
げ
て
宣
わ
く
、

「
高
声
に
念
仏
す
べ
し
。
弥
陀
の
来
り
給
え
る
な
り
。
こ
の
御
名
を

唱
う
れ
ば
、
一
人
と
し
て
往
生
せ
ず
と
い
う
事
な
し
」
と
て
、
念
仏

の
功
徳
を
誉
め
給
う
事
、
恰
も
昔
の
如
し
。（
絵
図
第
三
十
七
巻
）

ま
た
、
絵
図
を
拝
見
す
る
と
、
多
く
の
お
弟
子
や
信
者
の
方
々
が
高

声
念
仏
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　

４　

意
味　

仏
の
本
願
の
称
名
な
る
が
故
に
、
声
を
本
体
と
は

思
食
べ
き
に
て
候
。
さ
て
我
が
耳
に
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
申
し
候
は
、
高

声
の
念
仏
の
中
に
て
候
な
り
。（
絵
図
第
二
十
三
巻
）

こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
我
が
耳
に
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
」
を
高
声
と
理
解
さ

れ
た
こ
と
が
妨
げ
と
な
っ
て
、
法
然
上
人
の
真
意
が
誤
解
さ
れ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。
幸
い
に
、
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
か
ら
刊
行
さ

れ
た
『
法
然
上
人
の
お
言
葉
』
に
、
本
来
の
意
味
が
次
の
よ
う
に
正

し
く
注
釈
さ
れ
た
こ
と
は
朗
報
で
あ
る
。

　
　

５　

注
釈　

高
声
の
念
仏
＝
声
高
ら
か
に
称
え
る
念
仏
。
推
奨

さ
れ
る
が
、
時
と
場
合
に
よ
る
の
で
、
最
低
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　
　

６　

実
践　

実
際
に
ど
の
よ
う
に
称
え
る
の
か
、
各
人
各
様
の

捉
え
方
が
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
試
み
に
私
説
を
述
べ
て
み
る
。

高
声
の
目
安
＝
頭
頂
か
ら
声
を
発
声
す
る
よ
う
な
称
え
方
を
、
高
声

念
仏
と
理
解
し
て
い
る
。
実
際
は
、
丹
田
に
力
を
入
れ
、
長
称
を
心

掛
け
、
自
分
の
声
を
耳
で
聞
き
、
嫌
に
な
ら
な
い
声
が
出
せ
る
よ
う

に
工
夫
す
る
こ
と
が
肝
要
と
思
う
。
そ
し
て
、
称
え
る
速
度
は
少
し

早
め
で
、
い
つ
ま
で
も
続
け
て
い
た
く
な
る
よ
う
な
早
さ
が
適
切
と

考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
各
自
が
お
念
仏
に
取
り
組
み
、
工
夫
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

以
上
、
不
十
分
な
論
考
で
あ
っ
た
が
、
宗
祖
の
真
意
が
「
た
だ
一

向
に
念
仏
す
べ
し
」
に
あ
っ
た
こ
と
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、『
と
も
か
く
お
念
仏
だ
け
し
な
さ
い
』

そ
う
す
る
と
、「
念
仏
の
行
、
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り
」
の

状
態
が
現
れ
、
阿
弥
陀
仏
と
私
達
が
本
願
力
に
よ
っ
て
感
応
同
交
し
、

　

現
当
二
世
に
わ
た
っ
て
お
護
り
と
お
導
き
を
い
た
だ
き
、
終
わ
り

に
は
往
生
極
楽
の
一
大
事
を
遂
げ
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
も
、
日
々
高
声
念
仏
を
お
お
ら
か
に
（
数
多
く
）
称
え
る

こ
と
を
心
が
け
、
多
く
の
人
々
に
も
勧
め
て
参
り
た
い
も
の
で
す
。

以
上
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は
じ
め
に

　

近
松
門
左
衛
門
（
１
６
５
３
～
１
７
２
４
）
の
浄
瑠
璃
は
、
よ
り

宗
教
的
な
も
の
で
、
愛
欲
や
恩
愛
の
情
を
語
っ
て
き
た
祭
文
の
伝
統

を
多
く
受
け
継
い
で
い
る
。
近
松
自
身
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば

「
昔
の
浄
瑠
璃
は
今
に
祭
文
同
然
に
て
花
も
実
も
な
き
も
の
」『
難
波

土
産
』（『
新
群
書
類
従
』
巻
六
穂
積
以
貫
）「
某
出
て
加
賀
掾
よ
り

筑
後
掾
へ
移
り
て
作
文
せ
し
よ
り
、
文
句
に
心
を
用
い
る
事
昔
に
か

わ
り
手
一
等
高
く
」
と
自
負
す
る
が
ご
と
き
、
改
革
を
行
っ
た
の
が

近
松
で
あ
る
。

　

近
松
を
仏
教
思
想
の
立
場
か
ら
解
釈
し
ょ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ

る
。
こ
れ
は
近
松
が
衆
生
を
済
度
せ
ん
た
め
に
作
品
を
作
っ
た
の
で
、

「
近
松
の
浄
瑠
璃
本
を
百
冊
読
む
時
は
、
習
わ
ず
し
て
三
教
の
道
を

悟
り
」［『
戯
財
録
』
享
和
元
年
］
と
い
う
よ
う
な
近
世
以
来
の
近
松

観
と
、
近
松
が
暫
く
三
井
の
近
松
寺
に
遊
学
し
作
品
に
は
仏
語
が
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
近
松
の
心
中
を
、
厭
離
穢
土
、

欣
求
浄
土
の
念
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

も
と
も
と
浄
瑠
璃
と
い
う
語
り
物
が
説
経
祭
文
と
し
て
「
平
曲
」

は
貴
族
や
武
家
の
上
層
階
級
の
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、

よ
り
一
層
低
い
大
衆
を
相
手
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
元
は

本
縁
を
説
き
、
浮
か
ば
れ
ぬ
霊
魂
を
救
う
語
り
物
で
、
祝
詞
で
あ
り
、

祭
文
で
あ
り
、
霊
験
譚
、
琉
璃
譚
、
琉
離
譚
で
、
民
俗
的
文
芸
で
、

よ
り
生
活
的
、
宗
教
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
近
松
が
描
い
た
心
中
世
話
物
の
展
望
や
生
と
死
の
問
題
を

考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
説
経
と
浄
瑠
璃

　

説
経
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
仏
教
の
教
文
を
説
い
た
も
の
に
違

祭
文
の
研
究　
―
近
松
が
描
い
た
生
と
死
―

加　

藤　

善　

也
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い
な
い
が
、
芸
能
と
し
て
の
説
経
は
、
そ
の
「
ふ
し
」
が
完
成
し
て

お
り
、
浄
瑠
璃
は
、
説
経
の
「
ふ
し
」
を
借
用
し
、
詞
章
は
お
伽
草

子
系
統
の
、
古
い
物
語
の
筋
を
引
く
も
の
で
あ
つ
た
。
い
わ
ば
、
王

朝
時
代
に
な
ぞ
ら
え
た
、
室
町
期
の
擬
古
小
説
の
類
の
も
の
を
、
説

経
の
「
ふ
し
」
で
語
っ
た
も
の
が
浄
瑠
璃
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
巻
三
十
頁
参
照
）。

　

説
経
と
浄
瑠
璃
と
の
関
係
を
、
も
う
一
つ
端
的
に
示
し
て
い
る
の

は
聞
き
手
の
違
い
で
あ
る
。
説
経
の
詞
章
の
主
人
公
は
男
で
あ
る
事

が
本
格
で
あ
り
、
従
っ
て
男
の
聞
き
手
を
対
象
し
て
お
り
、
浄
瑠
璃

の
方
は
、
女
を
主
人
公
と
す
る
の
が
本
格
で
あ
っ
て
、
女
の
聞
き
手

を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

説
経
の
中
で
も
五
説
経
と
し
て
、
特
に
数
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

男
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
。「
し
ん
と
く
丸
」「
愛
護
の
若
」「
山

椒
大
夫
」「
小
栗
判
官
」「
刈
萱
石
堂
丸
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
浄
瑠
璃
に
関
係
の
深
い
歌
舞
伎
で
は
男
の
名
は
必
ず

後
に
な
っ
て
、
女
が
優
先
す
る
と
い
う
な
ら
わ
し
が
あ
る
。「
お
軽

勘
平
」「
三
勝
半
七
」「
お
初
徳
米
兵
衛
」「
お
園
六
三
」
思
い
浮
か

べ
る
も
の
、
ほ
と
ん
ど
女
の
名
が
優
先
、
浄
瑠
璃
及
び
そ
の
系
統
と

み
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

後
の
、
近
松
の
心
中
物
な
ど
で
、
女
の
名
の
優
先
す
る
理
由
を
、

先
行
す
る
「
祭
文
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
祭
文
が
女
を
主
人
公
と
す
る

も
の
で
、
浄
瑠
璃
も
女
を
主
人
公
と
し
、
女
を
聞
き
手
と
考
え
る
方

が
筋
が
立
つ
。
浄
瑠
璃
の
名
が
浄
瑠
璃
姫
の
名
か
ら
出
た
と
い
う
説

は
穏
当
で
は
な
い
が
、
そ
う
言
わ
れ
た
理
由
は
了
解
で
き
る
。
浄
瑠

璃
姫
の
名
よ
り
も
、
浄
瑠
璃
如
来
に
由
来
す
る
「
ふ
し
」
の
名
の
方

が
古
く
、
そ
の
「
ふ
し
」
の
名
が
、
男
の
名
と
な
ら
ず
女
の
名
に
与

え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
浄
瑠
璃
節
の
本
格
と
す
る
詞
章
は
女
を
主
人

公
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
根
拠
が
あ
る
と
思
う
。

　

説
経
ゆ
か
り
深
い
近
松
寺
に
身
を
よ
せ
た
近
松
は
、
説
経
の
詞
章

の
作
者
と
な
ら
ず
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
書
く
身
と
な
っ
た
。
男
に
対

し
て
女
、
時
代
に
対
し
て
世
話
物
の
浄
瑠
璃
の
作
者
と
な
っ
た
。

二
、
心
中
物
の
世
界

　

近
松
の
世
話
物
は
心
中
に
始
ま
り
心
中
に
終
わ
っ
て
い
る
。
人
々

の
生
き
方
の
問
題
を
考
え
て
、
最
後
に
到
達
し
た
の
は
庶
民
の
問
題

で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
上
よ
り
も
下
の
立
場
、
形
式
よ
り
内

容
を
重
ん
じ
、
男
女
の
生
と
死
の
姿
を
通
じ
た
根
本
問
題
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　

仏
教
の
来
世
思
想
か
ら
発
す
る
「
夫
婦
二
世
」
と
と
安
心
感
に
、
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蓮
の
台
の
半
座
を
分
け
る
楽
し
さ
を
、
せ
め
て
も
の
頼
み
と
し
て
死

出
の
旅
路
に
上
が
る
の
が
心
中
物
の
終
局
で
あ
る
が
、
近
松
の
筆
は

心
中
遂
行
者
に
深
い
同
情
を
寄
せ
、
恋
の
犠
牲
者
と
し
て
讃
歌
を
捧

げ
て
い
る
。

　

現
代
の
私
達
の
心
の
中
に
無
意
識
に
持
っ
て
い
る
宗
教
性
を
、
元

禄
時
代
の
人
達
は
も
っ
と
意
識
さ
れ
た
形
で
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、

近
松
の
作
品
の
言
葉
の
中
に
死
生
観
が
わ
か
り
や
す
く
表
さ
れ
て
い

る
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
「
観
音
廻
り
」
の
段
の
と
こ
ろ
に
、「
く
さ
の

蓮
葉
な
世
に
交
わ
り
、
三
十
三
に
御
身
を
変
え
、
色
で
導
き
情
け
で

教
え
、
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
、
渡
し
て
救
う
観
世
音
、
誓
い
は
妙

に
有
難
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

　

社
会
や
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
義
理
と
情
が
あ
る
が
、
義

理
と
は
ル
ー
ル
で
情
け
と
は
慈
悲
と
表
現
、
親
の
情
を
慈
悲
と
し
て

い
る
。
死
と
は
近
松
は
菩
提
へ
至
る
手
段
で
悟
り
の
世
界
で
、
極
楽

へ
参
る
こ
と
が
死
の
底
流
に
あ
る
考
え
で
あ
る
。

　

ま
ず
『
曽
根
崎
心
中
』（
元
禄
十
六
年
近
松
五
十
一
歳
）
か
ら

『
卯
月
の
紅
葉
』（
近
松
五
十
四
歳
）
ま
で
の
心
中
物
で
は
、
主
人
公

が
世
間
へ
の
言
訳
の
た
め
に
死
ん
で
い
る
所
が
つ
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
徳
兵
衛
は
悪
友
の
油
屋
九
平
次
か
ら
金
を
だ

ま
し
取
ら
れ
た
上
、
偽
判
を
押
し
た
と
、
逆
捩
じ
に
あ
い
、
生
玉
の

門
前
の
人
目
多
い
所
で
恥
を
受
け
て
、
そ
の
後
で
死
ん
で
い
る
。

『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』
の
市
郎
右
衛
門
は
、
弟
善
次
郎
が
講
中
の
冥

加
銀
の
た
め
、
講
中
満
座
の
中
で
無
実
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
、
言
訳

た
た
ず
に
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
卯
月
の
紅
葉
』
の
與
兵
衛

は
養
父
の
妾
の
弟
伝
三
郎
の
悪
巧
み
に
か
か
り
、
一
家
手
代
の
前
で

言
訳
な
ら
ず
死
ぬ
。
し
か
し
相
手
の
女
性
は
、
心
か
ら
同
情
を
寄
せ

て
心
中
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
心
中
重
井
筒
』（
宝
永
四
年
近
松
五
十
五
歳
）

以
後
の
も
の
は
少
し
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。『
心
中
重
井
筒
』
の

徳
兵
衛
は
す
で
に
お
房
と
馴
染
み
を
重
ね
て
い
て
、
お
房
の
身
辺
に

起
こ
っ
た
難
儀
が
救
わ
ね
ば
、
二
人
は
心
中
す
る
よ
り
他
な
い
と
い

う
状
態
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ま
た
『
心
中
天
網
島
』
の
治
兵
衛
は

兄
の
孫
右
衛
門
や
女
房
お
さ
ん
の
心
尽
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
春

と
一
緒
に
す
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
善
意
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら

ぬ
何
も
の
か
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
周
囲
だ
け
で
は
解
決

出
来
ぬ
宿
命
に
似
た
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
事
に
注
意
し
た
い
。

三
、
心
中
物
の
問
題
点

　

心
中
に
つ
い
て
近
松
は
「
世
間
多
い
心
中
も
銀
と
不
幸
に
名
を
流
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し
、
恋
で
死
ぬ
る
は
一
人
も
な
い
。
流
れ
の
身
は
取
り
分
け
て
、
悲

し
い
事
、
む
ご
い
事
、
そ
こ
を
死
な
ぬ
が
心
中
ぞ
や
」（『
長
町
女
腹

切
』
上
の
巻
）
と
、
半
七
夫
婦
に
対
す
る
伯
母
の
戒
め
の
言
葉
と
し

て
、
述
べ
て
い
る
。

　
「
金
に
詰
ま
っ
て
死
ぬ
る
心
中
」
と
「
不
足
の
な
い
心
中
」
と
は

同
じ
心
中
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
原
因
は
正
反
対
に
感
じ
ら
れ
る
。
前

者
を
当
時
の
現
実
と
す
れ
ば
、
後
者
は
そ
の
理
想
と
も
云
え
、
両
者

の
関
係
を
近
松
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。

　

男
も
た
た
ず
。
武
士
と
同
様
町
人
に
も
節
義
と
気
骨
が
求
め
ら
れ

る
の
で
、
男
の
一
部
の
す
た
る
事
、
面
子
の
問
題
も
死
の
重
要
な
動

機
で
あ
っ
た
。『
曽
根
崎
心
中
』
の
徳
兵
衛
が
公
衆
の
面
前
で
盗
人

呼
ば
わ
り
さ
れ
た
上
、
袋
叩
き
に
面
目
を
失
っ
た
場
合
。

　

勘
当
と
破
門
。『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』
の
市
郎
右
衛
門
は
「
曽
根

崎
」
の
お
初
の
後
輩
に
あ
た
る
天
満
屋
の
お
島
と
馴
初
め
で
借
金
ま

で
し
て
い
る
。
弟
善
次
郎
が
報
恩
講
の
預
か
り
金
を
盗
み
出
し
た
の

が
、
自
分
の
罪
に
な
り
、
父
親
の
勘
当
を
受
け
る
が
、
此
の
時
初
め

て
藁
の
上
か
ら
育
て
ら
れ
た
養
子
と
知
ら
さ
れ
、
養
父
へ
の
義
理
を

痛
感
し
て
お
島
と
心
中
す
る
。『
心
中
萬
年
草
』
は
高
野
山
吉
祥
院

の
寺
小
姓
久
米
之
助
は
す
で
に
お
梅
と
通
じ
、
お
梅
の
恋
文
が
間
違

っ
て
師
の
坊
の
手
に
届
き
、
破
戒
の
咎
で
山
を
追
放
さ
れ
、
二
人
は

心
中
勘
当
と
変
わ
り
な
い
。

　

養
子
と
姑
と
嫁
。『
心
中
宵
庚
申
』
の
八
百
屋
半
兵
衛
と
女
房
千

世
の
場
合
は
夫
婦
養
子
で
、
姑
と
千
世
と
の
合
性
が
悪
く
、
半
兵
衛

が
浜
松
の
実
家
へ
行
っ
た
留
守
中
に
千
世
は
親
許
へ
帰
さ
れ
る
。
半

兵
衛
は
千
世
を
連
れ
て
帰
っ
た
が
姑
へ
の
孝
の
道
の
両
方
を
全
う
す

る
為
、
生
玉
馬
場
先
で
心
中
を
遂
げ
た
。

四
、
生
き
る
だ
け
添
は
る
だ
け

　

死
の
終
局
を
覚
悟
し
て
い
る
が
、
直
接
死
場
所
へ
向
か
わ
ず
、
愛

の
逃
避
行
を
続
け
た
結
果
、
或
い
は
捕
縛
さ
れ
、
或
い
は
自
殺
し
、

少
な
く
と
も
近
松
の
作
で
は
心
中
と
い
う
結
果
が
表
れ
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
。

　
『
冥
途
の
飛
脚
』
の
亀
屋
忠
兵
衛
、
新
町
の
遊
女
梅
川
と
馴
染
み
、

我
知
ら
ず
に
足
が
廓
に
向
か
う
の
は
、『
重
井
筒
』
の
徳
兵
衛
と
共

通
す
る
が
、
そ
の
忠
兵
衛
が
梅
川
の
身
請
け
代
に
困
っ
て
、
三
百
両

の
為
替
金
に
手
を
付
け
、
公
金
横
領
と
い
う
大
罪
を
犯
し
身
を
隠
す

場
所
は
故
郷
の
山
野
し
か
な
か
っ
た
。
梅
川
と
手
に
手
を
取
っ
て
大

和
の
新
口
村
へ
帰
っ
て
き
た
。
張
り
方
に
捕
え
ら
れ
実
父
の
前
で
捕

縛
ら
れ
刑
死
す
る
ま
で
二
十
日
余
が
恋
の
限
界
で
あ
っ
た
。

　
『
堀
川
波
鼓
』『
大
経
師
昔
暦
』『
鑓
の
権
三
重
帳
子
』
の
三
作
に
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「
真
苧
を
お
績
み
な
さ
る
」「
真
苧
う
み
た
て
」「
真
苧
を
く
る
」
と

い
う
文
字
が
見
え
る
。
真
苧
と
は
麻
の
こ
と
で
、
真
苧
を
贈
り
物
に

す
る
こ
と
は
、
男
に
妻
の
姦
通
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。「
波
鼓
」

と
「
帳
子
」
と
は
武
家
の
家
庭
だ
け
に
、
結
末
は
妻
敵
討
で
「
昔
暦

は
」
町
家
で
あ
る
。

　

下
女
の
玉
を
口
説
く
夫
の
大
経
師
以
春
を
懲
ら
し
め
る
た
め
、
女

房
お
さ
ん
が
玉
と
寝
床
を
交
換
し
た
の
が
間
違
い
の
元
で
、
玉
の
恋

す
る
手
代
の
茂
兵
衛
が
忍
び
込
ん
で
お
さ
ん
と
罪
を
犯
す
四
角
関
係

で
、
以
春
の
帰
宅
で
灯
さ
れ
た
行
燈
の
光
で
初
め
て
知
っ
た
相
手
で

あ
る
。
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
て
恋
情
は
か
え
っ
て
燃
え
あ
が
る
。
親

の
嘆
き
が
愛
お
し
さ
に
、
奥
丹
波
柏
原
に
逃
れ
て
愛
の
巣
を
営
ん
だ

二
人
は
束
の
間
の
幸
せ
に
生
命
を
燃
焼
さ
せ
た
。「
こ
な
た
も
わ
し

も
微
塵
濁
ら
ぬ
此
の
心
、
言
訳
し
て
死
に
た
い
」
嘆
く
お
さ
ん
。
捕

え
ら
れ
粟
田
口
の
刑
場
の
露
と
消
え
た
。

五
、
道
行

　

中
世
来
、
日
本
の
音
曲
は
、
平
曲
に
代
表
さ
れ
る
語
り
物
と
、
謡

曲
な
ど
の
謡
い
物
に
大
別
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
も
近
松
が
向
き
合
っ
て
き
た
世
界
で
あ
る
が
、
語
り
物
に

は
平
曲
の
外
「
祭
文
」「
説
経
」
な
ど
が
含
ま
れ
、
浄
瑠
璃
も
こ
の

流
れ
の
中
に
あ
る
。

　

語
り
物
の
特
色
は
「
道
行
く
こ
と
」
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
。「
道

行
く
こ
と
」
が
物
語
で
あ
り
、「
貴
種
流
離
譚
」
は
旅
に
於
い
て
語

ら
れ
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
「
道
行
」
と
い
う
言
葉
が

『
平
家
物
語
』
の
「
海
道
下
り
」
や
『
謡
曲
』
の
「
道
行
」
の
様
な

形
を
と
り
、
近
松
の
名
文
の
影
響
は
、
相
愛
の
男
女
が
連
れ
立
つ
と

い
う
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

近
松
の
芸
能
論
と
知
ら
れ
る
『
難
波
土
産
』
に
「
泣
が
如
く
か
た

る
事
、
我
作
の
い
き
か
た
に
は
な
き
事
也
」
と
言
う
。
本
当
の
「
あ

わ
れ
」
は
涙
で
は
語
れ
な
い
と
近
松
は
言
っ
て
い
る
。

　

道
行
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
二
人

は
浮
世
に
未
練
を
残
す
こ
と
も
な
く
、
美
し
く
死
ん
で
行
く
。
そ
れ

は
「
こ
の
世
の
名
残
夜
も
名
残
」
に
始
ま
り
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き

恋
の
、
手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
結
ん
だ
『
曽
根
崎
心
中
』
よ
り

「
た
ぐ
い
稀
な
る
死
に
姿
、
語
り
て
、
感
ず
る
ば
か
り
な
り
」
で
終

わ
る
『
心
中
宵
の
庚
申
』
に
至
る
ま
で
、
心
中
物
全
体
を
通
じ
て
み

ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　

自
ら
の
意
志
で
死
に
向
か
っ
て
歩
み
を
進
め
て
ゆ
く
男
女
の
心
情

を
哀
切
に
綴
っ
た
き
わ
め
て
叙
情
性
の
高
い
道
行
文
を
律
文
、
節
事
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を
語
る
事
に
心
が
け
ら
れ
た
。
情
死
行
に
し
ろ
、
逃
避
行
に
し
ろ
、

ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
道
行
の
場
が
設
け
ら
れ
て
、
音
楽
的
効
果
を
挙

げ
、
杼
情
的
、
夢
想
的
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
「
世
の
中
に
、
絶
え
て
心
中
な
か
り
せ
ば
、
二
世
の
、

頼
み
も
な
か
ら
ま
し
、
誰
か
し
そ
め
し
此
の
契
り
、、、、」
と
か
ぞ
え

立
て
る
。『
心
中
刃
は
永
の
朔
日
』
の
道
行
は
心
中
を
ほ
め
た
た
え

る
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
行
か
ら
後
の
部
分
を
見

る
と
、
心
中
を
理
想
と
す
る
傾
向
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
何
か
男
女
の
色
恋
の
美
し
い
死
を
連
想
す
る
け
れ
ど
も
、

す
さ
ま
じ
い
死
に
ざ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。『
曽
根
崎
心
中
』
の
徳

兵
衛
が
、「
脇
差
す
る
り
と
抜
き
放
ち
、
サ
ア
た
だ
今
ぞ
南
無
阿
弥

陀
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
え
ど
も
、
さ
す
が
こ
の
年
月
、
愛
し
可
愛

い
と
締
め
て
寝
し
、
肌
に
刃
が
当
て
ら
れ
か
と
、
眼
も
暗
み
、
手
も

震
い
、
弱
る
心
を
引
き
直
し
、
取
直
し
て
も
直
震
い
、
突
く
と
は
す

れ
ど
切
先
は
あ
な
た
に
外
れ
、
こ
な
た
へ
そ
れ
、
二
三
度
ひ
ら
め
く

剣
の
刃
、
あ
っ
と
ば
か
り
に
喉
笛
に
、
ぐ
っ
と
通
る
か
南
無
阿
弥
陀
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
刳
り
通
し
、
刳
り
通
す
腕
先
も
、
弱
る
と
見
れ
ば

両
手
を
延
べ
、
断
末
魔
の
四
苦
八
苦
、
哀
れ
と
言
ふ
も
余
り
あ
り
」

と
言
う
様
に
何
回
も
刺
し
て
死
ん
で
い
く
。

　

こ
れ
は
近
松
が
徳
兵
衛
と
お
初
に
与
え
た
一
種
の
罰
と
思
え
る
。

こ
の
よ
う
に
義
理
に
欠
い
て
ま
で
色
恋
を
成
就
し
な
い
と
い
け
な
い

二
人
に
対
し
て
、
当
時
の
社
会
一
般
に
対
す
る
警
告
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ふ
と
そ
う
い
う
気
が
す
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
近
松
浄
瑠
璃
の
人
気
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
仏
教
で
は
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
を
罪
と

捉
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
濁
っ
た
「
俗
世
」
の
「
恩
愛
繋
縛
」

を
放
れ
、
仏
の
道
を
求
め
よ
う
と
。
で
あ
れ
ば
、
生
き
て
の
恋
は
許

さ
れ
な
い
の
か
。
恋
の
成
就
は
、
こ
の
世
で
の
哀
し
み
を
超
え
て
あ

の
世
に
託
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
か
、
人
々
の
心
を
虜
に
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

お
わ
り
に

　

近
松
の
世
話
物
の
主
人
公
た
ち
は
、
愛
の
た
め
に
生
き
よ
う
と
、

あ
が
き
、
も
が
き
、
現
世
で
の
愛
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
死
ん

で
あ
の
世
の
愛
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
人
々
の
生
き
様
を

近
松
は
澄
ん
だ
目
で
見
つ
め
、
死
ん
で
逝
っ
た
人
々
に
無
量
の
涙
を

注
い
で
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
い
ま
貝
祭
文
の
流
れ
を
く
む
浪
曲
が
人
気
を
回
復
し
つ

つ
あ
る
。
今
年
一
月
の
一
心
寺
門
前
浪
曲
寄
席
に
於
い
て
「
お
さ
ん

茂
兵
衛
」
が
口
演
さ
れ
た
。
大
経
師
以
春
が
女
中
の
玉
を
誘
惑
す
る
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語
り
か
ら
始
め
て
「
お
さ
ん
茂
兵
衛
は
ど
こ
へ
行
く
」
の
節
で
終
わ

る
。
い
き
な
り
会
話
か
ら
始
め
る
浪
曲
は
ユ
ニ
ー
ク
で
、
か
な
り
の

自
由
は
許
さ
れ
る
が
、
最
後
の
暗
示
的
な
締
め
に
は
疑
問
が
残
っ
た
。

　

原
作
は
近
松
の
『
大
経
師
昔
暦
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
お
さ

ん
茂
兵
衛
」
を
踏
ま
え
た
『
近
松
物
語
』
が
広
く
知
ら
れ
、
映
画
や

新
派
の
舞
台
に
も
上
演
さ
れ
て
い
る
。
映
画
と
舞
台
で
は
内
容
が
違

う
。
舞
台
が
心
中
を
暗
示
し
て
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
浪
曲
も
こ
れ

に
依
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
映
画
は
処
刑
ま
で
描
い
て
い
る
が
近

松
の
精
神
が
失
わ
れ
て
い
る
。

　

原
作
の
道
順
夫
婦
や
黒
谷
の
東
岸
和
尚
の
宗
教
心
も
、
お
玉
の
伯

父
の
梅
竜
の
道
徳
心
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
涙
、
涙
の
原
作
は
宗
教

に
救
い
を
求
め
て
い
る
が
、
映
画
は
、
大
筋
は
原
作
と
同
じ
で
も
打

算
的
に
振
る
舞
う
人
物
を
え
が
い
て
い
る
。
新
派
と
映
画
は
、
芸
能

の
世
俗
化
を
推
進
し
た
が
、
最
近
の
浪
曲
も
同
じ
く
宗
教
心
の
喪
失

を
招
い
て
い
る
。

　

仏
教
を
知
ら
な
け
れ
ば
日
本
の
芸
能
は
分
か
ら
な
い
と
云
わ
れ
た

の
は
恩
師
仏
教
大
学
名
誉
教
授
関
山
和
夫
先
生
の
在
り
し
日
の
お
言

葉
で
あ
っ
た
。

　

芸
能
衰
退
の
背
景
に
宗
教
の
衰
退
が
あ
る
事
貝
祭
文
の
演
者
桜
川

雛
山
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

参
考
文
献

小
学
館
『
近
松
門
左
衛
門
集
』

河
出
書
房
新
社
『
現
代
語
訳
近
松
名
作
集
』

集
英
社
日
本
の
古
典
十
六
近
松
門
左
衛
門
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山
形
教
区
に
お
け
る
浄
土
宗
少
年
信
行
道
場
開
催
へ
の
取
り
組
み
と
そ
の
変
遷

佐　

藤　

一　

彦

　

小
学
三
年
生
の
子
供
に
、
極
楽
浄
土
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
と
尋

ね
ま
す
と
、「
う
ー
ん
」
と
う
な
っ
て
黙
り
込
み
ま
す
。
じ
ゃ
あ
天

国
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
と
尋
ね
る
と
、「
う
ん
、
知
っ
て
い
る

よ
。」
と
答
え
る
。
で
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
聞
き
ま
す
と
、
頭

上
を
指
差
し
ま
し
て
、「
空
の
上
。」
と
答
え
ま
す
。
じ
ゃ
あ
地
獄
は
、

と
尋
ね
ま
す
と
、
足
元
を
指
差
し
ま
し
て
、「
下
に
あ
る
世
界
」
と

答
え
ま
す
。

　

天
国
は
、
ど
う
い
う
所
な
の
と
尋
ね
ま
す
と
、「
死
ん
だ
人
の
い

く
世
界
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
地
獄
は
、「
恐
ろ
し

い
鬼
が
住
ん
で
い
て
、
悪
い
こ
と
を
し
た
人
が
い
く
所
」
と
答
え
ま

す
。
そ
れ
で
は
、
肝
心
な
仏
様
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
し
ょ
う
。

　

阿
弥
陀
経
に
お
説
き
く
だ
さ
れ
て
い
る
、「
こ
れ
よ
り
西
方
、
十

万
億
仏
国
土
を
過
ぎ
て
、
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
い
う
。
そ

の
土
に
仏
あ
り
て
、
阿
弥
陀
と
号
す
。」
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
、

安
ら
か
な
幸
せ
に
満
ち
溢
れ
る
仏
の
世
界
、
阿
弥
陀
様
の
極
楽
浄
土

へ
、
ひ
た
す
ら
お
念
仏
を
お
称
え
す
れ
ば
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
。

　
「
我
が
名
を
呼
べ
よ
。
我
が
名
を
呼
ぶ
も
の
す
べ
て
、
こ
の
世
、

後
の
世
か
け
て
か
な
ら
ず
救
い
と
る
ぞ
。」
と
の
阿
弥
陀
様
の
根
本

の
願
い
を
、
法
然
上
人
は
、
誰
で
も
、
ど
こ
で
で
も
出
来
る
行
と
し

て
、
お
念
仏
を
お
諭
し
く
だ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
お
念
仏
」
を
日

常
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
中
で
、「
天
国
」
と
「
地
獄
」

な
る
表
現
や
描
写
に
、
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
た
青
少
年
の
方
々
に
、
ど

の
よ
う
に
お
伝
え
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
ま
た
、
無
信
仰
な
心
乏

し
き
大
人
達
が
横
行
す
る
社
会
に
あ
っ
て
、
今
こ
そ
必
要
な
お
念
仏

の
心
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
お
伝
え
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　

昨
年
の
総
合
学
術
大
会
テ
ー
マ
は
、「
授
戒
会
・
帰
敬
式
」
で
あ
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り
ま
し
た
が
、
仏
教
道
徳
、
戒
の
精
神
を
養
う
こ
と
は
極
め
て
重
要

な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
も
「
戒
は
仏
教
の
大
地
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
も
っ
て
、
人
間
形
成
の
早
い
時
期
か
ら
、

仏
の
教
え
に
触
れ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
最
良
の
手
立
て
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
本
日
は
、
山
形
教
区
で
多
年
に
わ
た
り
取
り
組
ま
れ
て
ま

い
り
ま
し
た
、
子
供
信
行
道
場
と
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
「
帰
敬
式
」

に
つ
い
て
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
。

　

山
形
教
区
は
、
寺
院
数
百
十
八
ヶ
寺
、
東
北
地
区
中
位
の
教
区
で

す
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
年
）
四
月
結
成
以
来
、
四
十
四
年

を
迎
え
る
、
山
形
教
区
浄
土
宗
青
年
会
は
、
教
区
内
外
を
問
わ
ず
、

積
極
的
に
活
動
を
展
開
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
御
紹
介
い
た

し
ま
す
、「
夏
休
み
子
供
の
集
い
」
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八

〇
年
）
七
月
の
第
一
回
開
催
以
来
、
本
年
三
十
五
回
目
の
開
催
を
迎

え
る
行
事
で
す
。
当
時
の
第
四
代
会
長　

花
車
利
行
上
人
は
、
す
で

に
お
浄
土
へ
行
か
れ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
出
発
点
は
、
浄

青
会
会
員
自
ら
の
子
弟
や
檀
信
徒
の
子
供
さ
ん
を
対
象
に
、
信
仰
心

の
向
上
を
目
指
し
、
蔵
王
と
い
う
山
懐
で
行
わ
れ
た
、
夏
休
み
期
間

中
の
一
泊
二
日
の
登
山
行
事
が
始
ま
り
で
す
。

　

蔵
王
連
峰
は
、
山
形
県
と
宮
城
県
に
ま
た
が
り
、
標
高
一
八
四
一

メ
ー
ト
ル
の
熊
野
岳
を
頂
点
と
し
、
山
頂
に
は
「
お
釜
」
と
呼
ば
れ

る
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
色
の
水
を
た
た
え
た
火
口
湖
が
あ
り
、
蔵

王
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
火
口
湖
ま
で
、
中
腹
、
ド

ッ
コ
沼
と
い
う
所
に
位
置
す
る
、「
三
五
郎
小
屋
」
と
い
う
ロ
ッ
ジ

か
ら
約
半
日
を
か
け
て
山
頂
を
目
指
し
て
の
登
山
を
す
る
内
容
で
し

た
。
第
一
回
開
催
は
、
全
県
下
か
ら
参
加
児
童
九
十
四
名
、
会
員
二

十
名
、
寺
庭
婦
人
の
方
々
や
協
力
員
か
ら
な
る
記
録
的
な
大
所
帯
で

の
開
催
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

遊
び
の
中
に
教
化
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
の
指
導
に
会
員
一
人
一
人

が
あ
た
り
ま
す
が
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
の
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
特
に
、
ロ
ッ
ジ
周
辺
に
自
生
す
る
「
柳
の
木
の
枝
」
で
会
期
中
、

食
事
に
使
う
自
分
の
「
箸
」
を
作
っ
て
み
た
り
。
当
時
は
、
キ
ャ
ン

プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
中
で
、
火
の
起
源
や
重
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
ま

し
た
が
、
営
火
長
を
務
め
る
会
長
さ
ん
の
演
出
に
は
、
缶
詰
め
缶
で
、

「
柄
香
炉
」
を
作
っ
た
り
、
柳
の
枝
を
集
め
て
「
法
子
」
を
作
っ
た

り
と
、
仏
式
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
偲

ば
れ
ま
す
。

　

回
を
重
ね
、
教
化
内
容
も
仏
様
の
教
え
を
聞
い
た
り
、
ビ
デ
オ
を

見
た
り
、
腕
輪
念
珠
を
作
っ
た
り
、
子
供
向
け
の
お
経
本
を
手
に
お

経
の
練
習
を
し
た
り
、
写
経
を
し
た
り
、
仏
教
聖
歌
を
歌
唱
し
た
り

と
、
様
々
な
内
容
が
試
み
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
平
成
元
年
（
一
九
八
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九
年
）
の
第
十
回
開
催
ま
で
、
蔵
王
を
会
場
と
し
た
「
子
供
の
集

い
」
は
、
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
、
帰
敬
式
の

要
素
を
取
り
入
れ
た
、
野
外
番
帰
敬
式
と
も
い
え
る
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ

イ
ヤ
ー
が
、
一
日
目
の
夜
の
行
事
の
目
玉
と
な
り
。
雨
天
の
場
合
は
、

キ
ャ
ン
ド
ル
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
工
夫
さ
れ
、
二
日
目
の
登
山
と
合
わ

せ
た
「
夏
休
み
子
供
の
集
い
」
は
、
浄
土
宗
山
形
教
区
青
年
会
の
看

板
行
事
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
反
面
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
回
を
数
え
る
に
従
い
、
マ

ン
ネ
リ
化
と
参
加
者
が
減
り
続
け
る
と
い
っ
た
現
象
に
見
舞
わ
れ
、

い
か
に
再
生
す
べ
き
か
を
問
わ
れ
る
時
代
を
迎
え
ま
す
。

　

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）、
結
成
二
十
周
年
を
迎
え
、
記
念
事

業
の
一
環
と
し
て
「
大
本
山
増
上
寺
」
に
登
嶺
し
、
ご
法
主
台
下
ご

親
修
に
よ
る
帰
敬
式
に
の
ぞ
む
「
第
十
一
回
」、
翌
年
の
「
第
十
二

回
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
低
迷
し
て
い
た
参
加
者
数
も
回
復
し
、

東
京
の
観
光
と
い
う
付
加
価
値
も
伴
え
ば
、
参
加
者
に
と
っ
て
は
魅

力
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
当
然
経
費
も

か
か
り
、
団
体
旅
行
の
形
態
と
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
参
加
数
も

ス
タ
ッ
フ
数
も
定
数
化
さ
れ
、
各
年
事
業
と
し
て
の
困
難
さ
が
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
大
学
在
学
中
に
総
本
山
知
恩
院
の
「
お
て
つ
ぎ

こ
ど
も
奉
仕
団
指
導
員
」
を
経
験
し
た
会
員
層
も
増
え
、「
お
て
つ

ぎ
奉
仕
団
」
参
加
寺
院
か
ら
の
要
望
と
合
わ
せ
、
本
来
の
「
こ
ど
も

信
行
道
場
」
と
し
て
、「
夏
休
み
子
供
の
集
い
」
の
内
容
を
見
直
す

意
識
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
の
「
第

十
三
回
」
開
催
は
、
当
時
の
浄
青
会
会
長
さ
ん
の
ご
自
坊
先
、
寒
河

江
市
の
正
覚
寺
を
お
借
り
し
て
、「
お
寺
に
一
泊
、
泊
ま
り
ま
せ
ん

か
」
の
呼
び
か
け
の
も
と
、
ご
本
堂
で
「
懺
悔
道
場
」
と
「
と
も
し

び
の
集
い
」
と
呼
ば
れ
る
帰
敬
式
か
ら
な
る
、
里
の
お
寺
を
初
め
て

会
場
と
す
る
「
こ
ど
も
信
行
道
場
」
を
メ
イ
ン
と
し
た
「
子
供
の
集

い
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
理
想
的
な
信
行
道
場
や
儀
式
の
環
境
と
し
て
、

お
寺
の
本
堂
こ
そ
が
最
適
で
あ
る
と
の
認
識
が
高
ま
り
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
反
面
、
そ
の
他
を
支
え
る
食
事
や
宿
舎
と
し
て
の
部
分
を

ふ
く
め
て
、
お
寺
を
会
場
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
へ
は
、
難
し
い
問

題
も
残
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）「
第
十
七
回
」
白
鷹
町
開

催
で
は
、
宗
教
行
事
時
間
枠
を
お
寺
で
過
ご
し
、
宿
泊
生
活
部
分
を

第
三
セ
ク
タ
ー
経
営
の
宿
泊
施
設
を
利
用
し
て
の
開
催
が
試
み
ら
れ

ま
す
。
施
設
側
か
ら
の
協
力
も
あ
り
、
施
設
の
送
迎
車
両
で
、
お
寺

と
行
事
内
容
に
応
じ
て
、
往
復
送
迎
し
て
も
ら
い
。
お
寺
で
は
、
厳
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粛
な
環
境
で
帰
敬
式
に
臨
み
。
施
設
の
ホ
ー
ル
で
は
、
レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
や
、
そ
の
土
地
に
伝
わ
る
手
工
芸
細
工
の
体
験
学
習
を
し
て

も
ら
う
。
ま
た
、
そ
の
土
地
に
伝
わ
る
工
房
を
訪
ね
て
の
新
し
い
体

験
学
習
メ
ニ
ュ
ー
（
焼
き
物
・
紙
す
き
な
ど
）
を
加
え
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
ま
し
た
。
帰
敬
式
の
「
と
も
し
び
の
集
い
」
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成
も
進
め
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
子
供
の

集
い
Ｐ
Ｒ
を
兼
ね
た
教
化
ポ
ス
タ
ー
も
作
製
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
来
、
蔵
王
の
山
に
始
ま
っ
た
「
夏
休
み
子
供
の
集
い
」
は
、
里

へ
と
降
り
て
行
き
、
県
内
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
。
そ
の
後
、

時
期
に
応
じ
、
東
京
や
福
島
県
、
宮
城
県
で
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
、
山
形
県
内
広
く
、
開
催
地
を
変
え
な
が
ら
、
そ
の
土
地
の

そ
の
里
の
お
寺
に
あ
っ
て
、
人
と
伝
統
に
触
れ
な
が
ら
、「
明
る
く
、

正
し
く
、
仲
良
く
」
時
代
を
担
う
、
仏
様
の
子
供
達
を
育
て
て
い
く

活
動
と
し
て
続
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

な
に
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
続
け
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
浄
青
会
一
団
体
の
努
力
だ
け
で

は
成
り
立
た
な
い
困
難
も
当
然
伴
い
ま
す
。
教
区
長
さ
ん
、
教
化
団

団
長
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々
、
お
寺
の
お
母

さ
ん
方
か
ら
な
る
寺
庭
婦
人
会
、
各
種
後
援
団
体
が
、
こ
の
行
事
を

支
え
て
お
い
で
で
す
。

　

本
年
、
三
十
五
回
目
開
催
に
は
、
私
の
子
供
も
参
加
し
て
ま
い
り

ま
し
た
が
、
く
し
く
も
、
本
年
度
の
会
長
さ
ん
は
、
第
一
回
開
催
時

の
会
長
さ
ん
の
御
子
息
さ
ん
が
、
会
長
職
を
務
め
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
。
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
確
実
に
三
十
五
年
間
の
歩
み
に

関
わ
ら
れ
て
き
た
方
々
の
思
い
出
や
お
心
が
、
お
念
仏
を
通
じ
て
、

一
つ
の
「
こ
ど
も
信
行
道
場
」
と
し
て
、
世
代
や
時
代
を
超
え
、
受

け
継
が
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
「
称
え
ば
や
、
よ
し
や
心
に
忘
る
と
も
、
声
に
め
ざ
め
て
、
手
を

合
わ
す
な
り
」。
お
念
仏
を
耳
に
す
れ
ば
、
自
然
に
手
が
合
わ
さ
れ
、

声
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
称
え
で
き
る
。
御
仏
様
の
心
を
持
っ

た
子
供
さ
ん
を
育
て
て
い
く
。
こ
の
御
縁
の
輪
を
、
地
域
社
会
に
広

げ
て
い
く
活
動
が
、
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た

し
、
私
の
拙
い
発
表
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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尼
入
道
と
一
枚
起
請
文
の
論
旨
に
つ
い
て
の
一
考
察

花　

木　

信　

徹

一
、「
尼
入
道
」
の
語
は
差
別
語
か

　

一
枚
起
請
文
の
一
節
「
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
じ
う
し

て
」
の
文
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
女
性
を
差
別
し
た
言
葉
だ
と
い
う
非

難
が
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
文
に
つ
い
て
、『
浄
土
宗
日
常
勤
行
要

典
』（
四
季
社　

一
一
九
九
年
）
の
傍
訳
で
は
、「
た
だ
頭
を
丸
め
た

だ
け
で
も
佛
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
も
な
く
、
俗
世
生
活
を
送
っ
て
い

る
者
と
同
じ
身
で
あ
る
と
自
省
し
」
と
訳
し
て
い
る
。
非
難
の
意
は
、

こ
れ
は
、
謙
虚
で
あ
れ
と
述
べ
な
が
ら
、
女
性
を
無
知
で
あ
る
と
決

め
て
か
か
っ
て
い
る
、
女
性
差
別
の
意
識
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
主

張
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
に
、
あ
る
講
習
会
で
角
出
誠
堂

上
人
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
た
。「
一
枚
起
請
文

に
お
い
て
、
尼
入
道
は
、
さ
げ
す
み
で
は
な
く
、
手
本
と
す
べ
き
対

象
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
差
別
的
表
現

で
は
な
い
。」

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。
ま
ず
「
と
も
が
ら
」
で
あ
る

が
、
漢
字
で
書
け
ば
「
輩
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
や
か
ら
」
と
も

読
む
。「
と
も
が
ら
」
は
、
何
か
を
「
と
も
」
に
す
る
間
柄
と
い
う

意
味
で
、
親
し
み
を
持
ち
、
仲
間
と
い
う
意
味
合
い
で
、
さ
げ
す
み

の
言
葉
で
は
な
い
。
一
方
、「
や
か
ら
」
は
「
や
つ
」
と
ほ
ぼ
同
じ

意
味
で
、
見
下
し
た
軽
蔑
の
気
持
ち
を
含
む
言
い
方
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
と
も
が
ら
」
と
言
う
こ
と
で
、「
尼
入
道
」
を
さ
げ
す
み
の
対

象
で
は
な
く
、
自
分
と
無
知
を
「
と
も
」
に
す
る
同
等
の
者
と
見
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
に
お
な
じ
く
し
て
」
で
あ
る
。「
に
」
と
い
う
助
詞
は
、

変
化
の
方
向
や
目
的
、
結
果
を
表
す
。「
と
お
な
じ
く
し
て
」
な
ら

ば
、「
尼
入
道
と
同
じ
と
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
」
つ
ま
り
「
尼
入
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道
と
同
じ
と
自
ら
を
へ
り
く
だ
っ
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
尼
入
道
を

見
下
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
「
に
お
な
じ
く
し
て
」

で
あ
れ
ば
、「
に
お
な
じ
よ
う
に
し
て
」
つ
ま
り
「
尼
入
道
に
な
ら

っ
て
」、
あ
る
い
は
「
尼
入
道
を
手
本
と
し
て
」
と
い
う
意
味
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
、
尼
入
道
は
目
指
す
べ
き
手
本
で
あ
っ
て
、

そ
の
ひ
た
む
き
に
念
仏
す
る
姿
こ
そ
、
目
標
に
す
べ
き
あ
り
方
な
の

あ
る
。

　

法
然
上
人
は
、
他
の
法
語
で
も
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
、
差
別

的
な
言
い
方
は
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ま
ま
で
、
一
枚
起
請
文
の
こ
の

「
尼
入
道
」
に
は
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
の
だ
が
、
以
上
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
高
潔
で
誠
実
な
法
然
上
人
の
姿
が
一
貫
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
一
方
、
親
鸞
に
は
「
商
人
・
猟
師
な
ど
は
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と

く
な
る
」「
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
う
な
り
」（『
唯
心
鈔
文
意
』）
と
い

う
法
語
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
低
下
の
代
表
例
と
し
て
商
人
や
猟
師
を

あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
が
、
最
上
の
機
と
し
て
尼
入
道

を
あ
げ
る
の
と
比
べ
る
と
、
親
鸞
は
世
の
差
別
意
識
を
受
け
入
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
「
尼
入
道
を
手
本
と
し
て
」
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て

は
、
法
然
上
人
の
次
の
法
語
が
傍
証
と
な
る
。「
…
弥
陀
如
来
の
本

願
の
名
号
は
、
樵
り
、
草
刈
り
、
菜
摘
み
、
水
汲
み
類
ご
と
き
者
の
、

内
外
と
も
に
か
け
て
、
一
文
不
通
な
る
が
、
唱
う
れ
ば
必
ず
生
ま
る

と
信
じ
て
、
真
実
に
願
い
て
、
常
に
念
仏
申
す
を
、
最
上
の
機
と
す
。

…
聖
道
門
の
修
行
は
、
知
恵
を
極
め
て
生
死
を
離
れ
、
浄
土
門
の
修

行
は
、
愚
痴
に
帰
り
て
、
極
楽
に
生
ま
る
と
知
る
べ
し
」（『
浄
土
宗

聖
典
』（
以
後
、『
聖
典
』
と
す
る
）
第
六
巻
法
然
上
人
行
状
絵
図　

第
二
十
一
巻
二
八
三
頁
、「
信
空
上
人
傳
説
の
詞
」『
昭
和
新
修
法
然

上
人
全
集
』（
以
後
、『
昭
法
全
』
と
す
る
）
六
七
二
頁
、「
或
人
の

問
に
示
し
け
る
御
詞
」『
昭
法
全
』
七
二
一
頁
）
こ
こ
で
は
、「
尼
入

道
」
の
か
わ
り
に
、「
樵
り
、
草
刈
り
、
…
」
が
一
文
不
通
に
し
て
、

念
仏
往
生
の
最
上
の
機
と
さ
れ
て
い
る
。
最
上
の
機
で
あ
る
か
ら
、

「
手
本
と
す
る
」
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
文
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
尼
入
道

の
よ
う
な
一
文
不
知
の
者
が
、
た
だ
経
文
に
説
か
れ
た
よ
う
に
、
阿

弥
陀
仏
の
願
力
を
た
の
ん
で
、
十
万
億
土
の
彼
方
の
西
方
浄
土
に
往

生
し
た
い
と
、
ひ
た
す
ら
念
仏
す
る
姿
こ
そ
が
、
正
し
い
念
仏
の
あ

り
方
だ
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
よ
け
い
な
知
識
は
い
ら
な
い
。
じ

ゃ
ま
に
な
る
。「
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
」
こ
そ
が
正
し
い（
１
）。

　

そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
次
に
、
そ
の
こ
と
を
考
え
た
い
。
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二
、
一
枚
起
請
文
の
論
旨

　
　

さ
て
、
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
一
枚
起
請
文
の
首
尾
一
貫
し
た

論
旨
が
、
自
然
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
起
請
文
の
冒

頭
「
も
ろ
こ
し
我
朝
に
…
、
又
学
問
を
し
て
…
申
す
念
仏
に
も
あ
ら

ず
」、
こ
れ
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。「
観
念
の
念
に
も
あ

ら
ず
」
は
、
法
然
上
人
が
誕
生
す
る
ま
で
は
、
念
仏
と
は
仏
の
姿
を

頭
の
中
に
観
念
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
か
ら
そ
れ
を
否
定
し
て
、
念

と
は
口
で
称
え
る
称
名
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
、
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
次
の
「
学
問
を
し
て
念
の
心
を
さ
と
り
て
申
す
念
仏
に
も
あ
ら

ず
」、
こ
の
部
分
は
、
当
時
の
学
問
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
、
大
乗

仏
教
の
理
論
的
枠
組
み
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
三
身
論
と

し
て
の
法
身
の
弥
陀
、
す
な
わ
ち
、「
虚
空
に
遍
満
す
る
弥
陀
」
あ

る
い
は
「
己
心
の
弥
陀
」
の
よ
う
に
如
来
蔵
的
に
阿
弥
陀
仏
を
捉
え

る
事
を
、
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
身
と
し

て
の
弥
陀
は
、
当
時
の
仏
教
界
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

法
然
上
人
は
、
こ
れ
が
本
当
の
念
仏
を
妨
げ
る
と
思
っ
た
の
で
、
わ

ざ
わ
ざ
「
学
問
を
し
て
…
」
と
書
い
て
、
そ
の
思
い
込
み
を
ま
ず
捨

て
て
臨
め
と
、
冒
頭
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
「
学
問
を
し
て
念
の
心
を
さ
と
り
て
申
す
念
仏
」
と
は
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
「
一
法
句
と
い
う
は
、
い
わ
く
清
浄
句

な
り
。
清
浄
句
と
い
う
は
、
い
わ
く
真
実
の
智
慧　

無
為
法
身
な
る

が
ゆ
え
に
」
と
世
親
の
『
往
生
論
』
を
引
き
、「
真
実
智
慧
と
い
う

は
、
実
相
の
智
慧
な
り
。
実
相
無
相
の
ゆ
え
に
、
真
智
は
無
智
な
り
。

無
為
法
身
と
い
う
は
、
法
性
身
な
り
。
法
性
寂
滅
ゆ
え
に
、
法
身
は

無
相
な
り
。
…
」（『
浄
土
信
仰
系
譜
大
系
』　

第
三
巻　

往
生
論
註

（
二
）
三
〇
三
頁　

四
季
社
）
と
続
け
る
。
こ
れ
は
、
世
親
の
仏
身

仏
土
の
唯
識
的
理
解
に
、
曇
鸞
自
ら
の
三
論
的
理
解
を
付
け
加
え
て

解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
曇
鸞
は
、
そ
の
文
の
前
に
、

「
諸
仏
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
つ
に
は
法
性
法
身
、
二

つ
に
は
方
便
法
身
な
り
。」（
同　

三
〇
一
頁
）
と
書
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
曇
鸞
を
受
け
継
い
で
親
鸞
は
さ
ら
に
解
釈
を
加
え
る
。

『
唯
心
鈔
文
意
』
に
「
佛
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に

は
法
性
法
身
と
申
す
、
二
に
は
方
便
法
身
と
申
す
。「
法
性
法
身
」

と
申
す
は
、
色
も
な
し
形
も
ま
し
ま
さ
ず
、
然
れ
ば
心
も
お
よ
ば
ず

語
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
わ
し
て
「
方
便
法
身
」

と
申
す
、
そ
の
御
相
に
「
法
蔵
比
丘
」
と
な
り
た
ま
い
て
、
不
可
思

議
の
四
十
八
願
を
お
こ
し
あ
ら
わ
し
給
ふ
な
り
。
…
こ
の
如
来
す
な

わ
ち
誓
願
の
業
因
に
報
い
た
ま
い
て
「
報
身
如
来
」
と
申
す
、
即
ち
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「
阿
弥
陀
如
来
」
と
申
す
。」（『
真
宗
聖
典
』
六
一
五
頁　

法
蔵
館
）

と
法
身
論
を
展
開
す
る
。
こ
れ
ら
は
、「
学
問
を
し
て
念
の
心
を
さ

と
」
ろ
う
と
す
る
、「
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
」
な
そ
う
と
し
な

い
、
一
枚
起
請
文
の
思
想
に
反
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
法
身
か
ら

展
開
さ
れ
る
仏
身
仏
土
は
、
法
然
上
人
が
主
張
す
る
酬
因
感
果
の
報

身
報
土
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
。

　

ま
た
親
鸞
は
『
浄
土
和
讃
』
で
、「
如
来
ス
ナ
ハ
チ
涅
槃
ナ
リ　

涅
槃
ヲ
佛
性
ト
ナ
ヅ
ケ
タ
リ　
（
凡
地
ニ
シ
テ
ハ
サ
ト
ラ
レ
ズ　

安

養
ニ
イ
タ
リ
テ
証
ス
ベ
シ
）　

信
心
ヨ
ロ
コ
ブ
ソ
ノ
ヒ
ト
ヲ　

如
来

ト
ヒ
ト
シ
ト
ト
キ
タ
モ
フ　

大
信
心
ハ
佛
性
ナ
リ　

佛
性
ス
ナ
ワ
チ

如
来
ナ
リ
」
と
言
っ
て
い
る
。（　

）
で
囲
っ
た
と
こ
ろ
は
、
い
か

に
も
死
後
往
生
の
の
ち
に
さ
と
り
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
実
は
、
大
信
心
を
得
た
と
き
は
、
如
来
と
等
し
く
な
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
思
想
の
問
題
点
は
、
幸
西
の
考
え
を
見
る
と
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
の
第
二
十
九
巻
に
、「
成
覚
房
幸

西
と
号
し
け
る
が
、
浄
土
の
法
門
を
、
も
と
習
え
る
天
台
宗
に
引
き

入
れ
て
、
迹
門
の
弥
陀
、
本
門
の
弥
陀
と
い
う
こ
と
を
立
て
て
、

「
十
劫
正
覚
と
い
え
る
は
、
迹
門
の
弥
陀
な
り
。
本
門
の
弥
陀
は
、

無
始
本
覚
の
如
来
な
る
が
故
に
、
我
等
所
具
の
仏
性
と
、
ま
っ
た
く

差
異
な
し
。
こ
の
謂
い
を
聞
く
一
念
に
事
足
り
ぬ
。
多
念
の
遍
数
、

は
な
は
だ
無
益
な
り
」
と
言
い
て
、「
一
念
義
」
と
い
う
事
を
自
立

し
け
る
を
、
上
人
、
こ
の
義
、
善
導
和
尚
の
御
心
に
そ
む
け
り
。
は

な
は
だ
然
る
べ
か
ら
ざ
る
よ
し
、
制
し
お
お
せ
ら
れ
け
る
を
、
承
引

せ
ず
し
て
、
な
お
こ
の
義
を
お
こ
し
け
れ
ば
、
我
が
弟
子
に
あ
ら
ず

と
て
、
擯
出
（
ひ
ん
し
ゅ
つ
）
せ
ら
れ
に
け
り
。」
こ
こ
で
親
鸞
と

の
違
い
は
、「
信
心
」
を
介
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
一
念
義
は
、「
造
悪
無
碍
」
を
主
張
し
、
悪
を
作
る
こ
と
は
往
生

の
障
碍
に
な
ら
な
い
と
し
、
ほ
し
い
ま
ま
の
生
活
を
し
て
、
世
の
顰

蹙
を
買
っ
た
。
さ
ら
に
、
念
仏
停
止
の
理
由
と
さ
れ
、
念
仏
法
門
の

消
滅
さ
え
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
仏
教
の
学
問
的
常
識
、
つ
ま
り
諸
法
実
相
、

無
念
無
想
、
真
如
、
法
身
等
の
言
葉
で
考
え
る
と
、
逆
に
間
違
っ
た

理
解
に
導
か
れ
、
や
や
も
す
れ
ば
邪
教
に
陥
る
。
一
方
、
法
然
上
人

の
念
仏
思
想
を
語
る
言
葉
は
、
凡
夫
の
実
生
活
で
用
い
ら
れ
る
、
物

が
実
際
に
存
在
す
る
と
み
る
実
在
論
の
言
語
で
語
ら
れ
得
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
文
不
知
の
尼
入
道
が
最
上
の
機
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
つ
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。「
指
方

立
相
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
善
導
和
尚
か
ら
法
然
上
人
は
引
き
継
い
だ
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と
、
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

否
定
し
た
の
で
あ
る（
２
）。

　

善
導
和
尚
は
、
法
身
を
根
源
と
す
る
三
身
論
を
と
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
立
場
か
ら
、
凡
夫
の
劣
っ
た
機
根
で
は
、
法
身
な
ど
理
解

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
慮
っ
て
、
法
身
如
来
が
相
好
あ
る
報
身
と
な

っ
て
現
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
、
は

じ
め
か
ら
、
仏
身
仏
土
は
報
身
報
土
で
あ
っ
て
、
法
身
の
変
化
で
は

な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
「
二
身
論
」

（
報
身
と
化
身
の
）
を
と
り
、「
娑
婆
の
外
に
極
楽
あ
り
。
我
身
の
外

に
阿
弥
陀
ま
し
ま
す
。」
と
い
っ
て
、
は
っ
き
り
と
法
身
を
否
定
し

て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
る（
３
）。
ま
た
上
人
は
、「
指
方
立
相
」
と
言
う

言
葉
を
ど
こ
に
も
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
、
こ
れ
が
、
法
然
上
人
の
、
善
導
和
尚
か
ら
の
大
き
な

一
歩
で
あ
る
と
考
え
る
。
三
身
論
を
残
せ
ば
、
親
鸞
の
よ
う
に
い
つ

で
も
報
身
は
法
身
に
も
ど
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
他
者
と
し
て
の
阿
弥

陀
を
欣
求
す
る
法
然
浄
土
教
の
世
界
の
構
造
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
法
然
上
人
は
あ
え
て
、
善
導

和
尚
の
立
場
を
越
え
て
、
二
身
論
を
と
り
、
如
来
蔵
思
想
を
否
定
し

た
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
一
枚
起
請
文
の
存
在
が
、
法
然

浄
土
教
を
今
日
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
、
大
き
な
要

因
だ
と
思
う
。

三
、
法
然
浄
土
教
の
哲
学
の
一
端

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
法
然
上
人
は
そ
れ
ま
で
の
仏
教
学

の
伝
統
や
思
考
・
概
念
の
枠
組
み
と
断
絶
し
、
凡
夫
の
日
常
の
言
語

に
よ
っ
て
、
称
名
念
仏
の
在
り
方
、
つ
ま
り
行
相
、
を
述
べ
る
こ
と

に
成
功
し
た
こ
と
が
、
分
か
っ
た（
４
）。

つ
ま
り
起
請
文
は
、
称
名
念
仏

の
行
相
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
念
仏
行
に
は
「
学
問
」
は
い
ら
な

い
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
行
相
が
生
み
出
す
宗
教
的
世
界
と
は
、

ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
る
こ
と
も
、

今
後
大
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
学
問
は
相
当
に
必
要

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

高
橋
弘
次
氏
は
『
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
法
然
が
…
主
体
的
、
実
践
的
な
浄
土
門
を
開
宗
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
お
し
進
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
は

つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
人
間
に
か
か
わ
っ
て
く
る
救
済
仏
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。」（
一
一
四
頁
）「
そ
の
救
済
力
に
全
面
的
な
信
頼
を
持
続

し
う
る
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
）
こ
れ

が
「
法
然
の
特
異
と
す
る
二
身
論
で
」（
一
一
五
頁
）
あ
る
。「
要
す
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る
に
法
然
の
二
身
論
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
真
身
が
、
酬
因
感
果
身

で
あ
り
、
そ
の
救
済
の
は
た
ら
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
阿

弥
陀
仏
が
人
間
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
阿
弥
陀
仏
の
化
仏
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
円
光
の
化
身
、
摂
取
不

捨
の
化
身
、
来
迎
引
接
の
化
身
、
い
ず
れ
も
相
お
よ
び
相
と
用
と
を

も
っ
て
、
人
間
に
か
か
わ
る
仏
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。」（
同
）

　

わ
れ
わ
れ
自
身
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
な
く
し
て
は
、
生
き
る
意

味
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
念
仏
の
相
続
に
よ
っ
て
、

常
に
他
者
へ
と
開
か
れ
た
世
界
を
、
開
示
す
る
。
念
仏
と
い
う
常
な

る
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
他
者
（
阿
弥
陀
仏
）
の
智
恵
と
慈
悲
に
出

会
う
の
で
あ
り
、
未
来
（
往
生
）
へ
の
希
望
を
持
つ
、
こ
う
し
た
生

き
方
を
提
示
す
る
の
が
法
然
浄
土
教
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
際
に
生
き

る
の
が
そ
の
宗
教
的
世
界
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
は
、
阿
弥
陀
仏
へ

の
渇
望
を
中
心
原
理
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
私

と
阿
弥
陀
仏
と
の
「
分
離
」
と
い
う
構
造
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
が
、
如
来
蔵
と
し
て
の
法
身
を
否
定
し
、
報
身
を
真
身
と

し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る（
５
）。

ま
た
、
尼
入
道
や
樵
り
の
よ
う
な

人
々
が
用
い
る
普
通
の
言
葉
こ
そ
が
、
阿
弥
陀
仏
や
極
楽
が
、
自
己

の
外
に
実
在
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
法
然
浄
土
教
の
世
界
に
帰
入
す
る
に
は
、
一
種

の
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。
機
の
深
信
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
起
請
文

で
「
た
と
ひ
一
代
の
御
の
り
を
よ
く
よ
く
学
す
と
も
、
一
文
不
知
の

愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
か
ら
に
お
な
し
く
し

て
、
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
す
し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」

と
い
っ
て
、「
学
問
」
は
念
仏
の
じ
ゃ
ま
に
な
る
と
主
張
す
る
。
が

し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
う
ら
に
は
、
学
識
が
あ
っ
て
も
本
当
の
智
者

で
は
な
い
、
愚
者
な
の
だ
、
と
い
う
上
人
の
認
識
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
何
に
対
し
て
愚
者
な
の
か
。
一
代
の
法
を
よ
く
よ
く
学
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
識
に
対
し
て
愚
者
な
の
で
は
な
い
。
わ
た

し
は
こ
こ
で
、「
無
明
・
煩
悩
よ
り
生
老
病
死
と
い
う
四
苦
に
至
ら

ざ
る
を
得
な
い
自
己
の
在
り
方
」
と
い
う
認
識
が
、
愚
者
と
い
う
自

覚
に
つ
な
が
る
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
機
の
深
信
と
は
、
こ

の
無
智
の
自
覚
で
あ
り
、
念
仏
と
は
こ
の
自
覚
の
相
続
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
無
智
の
智
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
智
恵
光
と

は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
考
察
は
、『
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
』
の
愚
者
の
自
覚
か

ら
、
念
仏
を
通
じ
て
、
他
者
に
開
か
れ
る
思
想
と
、
発
想
と
し
て
通

底
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
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わ
た
し
は
、
法
然
上
人
が
否
定
し
た
「
大
乗
仏
教
」
で
は
な
く
、

以
上
の
よ
う
な
法
然
浄
土
教
に
必
要
な
、
仏
教
の
基
礎
的
原
理
、
と

は
何
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

１　
「
尼
入
道
」
は
、「
尼
」
と
「
入
道
」
と
分
け
て
考
え
る
の
か
、「
尼
入
道
」

と
い
う
一
つ
の
存
在
と
と
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
お
き
た

い
。

　
　

聖
光
上
人
の
『
念
仏
往
生
修
行
門
』
の
一
部
が
、『
仏
教
論
叢
』
第
五
十

七
号
の
郡
嶋
昭
示
氏
の
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
…
今
、
念
仏

と
申
す
は
末
代
悪
世
の
こ
の
こ
ろ
、
む
に
ん
む
さ
ん
の
な
ん
（
男
？
）
女
、

愚
痴
無
智
の
尼
や
入
道
の
、
い
か
に
し
て
も
生
死
を
離
る
べ
き
よ
う
も
見
え

ぬ
者
を
憐
れ
み
た
ま
い
て
、
大
唐
上
人
善
導
和
尚
、
念
仏
勧
進
の
文
を
作
ら

せ
た
ま
い
て
こ
れ
を
勧
め
給
う
。
我
朝
法
然
上
人
は
、
こ
ん
と
し
生
死
を
離

れ
ん
こ
と
を
い
か
が
せ
ん
と
嘆
き
悲
し
み
給
い
て
…
」（
私
釈
）。
聖
光
上
人

は
、
一
枚
起
請
文
を
九
州
に
持
ち
帰
っ
た
人
で
あ
り
、
そ
の
上
人
が
「
愚
痴

無
智
の
尼
や
入
道
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
、「
尼
入
道
」
を

「
尼
」
と
「
入
道
」
に
分
け
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
面
授

の
直
弟
子
で
あ
る
聖
光
上
人
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
法
然
上
人
も
、

「
尼
」
と
「
入
道
」
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
て
い
た
と
、
推
量
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２　

こ
れ
は
松
本
史
朗
氏
の
『
法
然
親
鸞
思
想
論
』
で
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
だ

が
、「
指
方
立
相
」
は
法
身
を
根
源
と
す
る
三
身
論
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

善
導
和
尚
は
、『
観
経
疏
』
定
善
義
、
第
八　

像
観
の
釈
義
の
中
で
「
こ
の

観
門
等
は
、
た
だ
方
を
指
し
想
を
立
て
て
、
心
を
と
ど
め
て
境
を
取
ら
し
む
。

す
べ
て
無
念
無
想
を
明
か
さ
ず
。
如
来
、
は
る
か
に
知
り
た
ま
う
。
末
代
罪

濁
の
凡
夫
の
、
相
を
立
て
て
心
を
住
す
る
す
ら
、
な
お
、
得
る
こ
と
能
わ
じ
。

何
に
い
わ
ん
や
、
相
を
離
れ
て
事
を
求
め
ば
、
術
通
無
き
人
の
空
に
居
し
て
、

舎
を
立
て
ん
が
ご
と
し
と
。」（『
聖
典
』
第
二
巻
二
六
九
頁
）
と
、
指
方
立

相
の
立
場
を
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
、
善
導
和
尚
は
、
同
じ
『
観
経
疏
』
の
玄

義
分
に
「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
真
如
広
大
に
し
て
、
五
乗
も
そ
の
辺

を
測
ら
ず
。
法
性
深
高
に
し
て
、
十
聖
も
そ
の
際
を
き
わ
む
る
こ
と
な
し
。

真
如
の
体
量
と
量
性
と
は
、
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
の
心
を
出
で
ず
。
法
性
の
無
辺

と
辺
体
と
は
、
す
な
わ
ち
元
よ
り
こ
の
か
た
不
動
な
り
。」（
同　

一
六
一

頁
）「
か
の
国
に
生
じ
ぬ
れ
ば
、
さ
ら
に
お
そ
る
る
所
無
く
、
長
時
に
行
を

起
こ
し
て
、
果
、
菩
提
を
極
め
、
法
性
常
住
な
る
こ
と
、
た
と
え
ば
虚
空
の

ご
と
し
」（
同　

一
六
六
頁
）
と
し
て
、
仏
の
法
身
の
在
り
方
を
述
べ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
法
身
を
根
源
と
す
る
三
身
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
さ
き
の
指
方
立
相
は
、
如
来
が
末
代
の
凡
夫
の
機
根
に
合
わ
せ

て
、
法
身
の
状
態
か
ら
、
姿
か
た
ち
を
現
し
て
、
報
身
と
し
て
現
れ
た
と
い

う
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
の
機
根
に
耐
え
る
よ
う
、
報
身
と
し

て
現
じ
た
だ
け
で
、
根
本
は
真
如
法
身
な
の
で
あ
る
。

　
　

だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
先
の
『
唯
心
鈔
文
意
』
で
、「
一
如
よ
り
形
を
あ
ら

わ
し
て
「
方
便
法
身
」
と
申
す
、
そ
の
御
相
に
法
蔵
比
丘
と
な
り
た
ま
え
て
、

こ
の
如
来
す
な
わ
ち
誓
願
の
業
因
に
報
い
た
ま
い
て
「
報
身
如
来
」
と
申
す
、

即
ち
「
阿
弥
陀
如
来
」
と
申
す
。」
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
体
は
法
身
で
あ

る
こ
と
の
証
拠
に
、
こ
の
文
の
後
に
「
こ
の
報
身
よ
り
…
微
塵
世
界
に
無
碍

の
智
慧
光
を
放
た
し
め
た
ま
う
故
に
「
盡
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
申
す
。
光

の
御
形
に
て
、
色
も
ま
し
ま
さ
ず
形
も
ま
さ
ず
。
即
ち
法
性
法
身
に
同
じ
く

し
て
無
明
の
闇
を
は
ら
い
…
」
と
、
法
身
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

３　
『
仏
教
論
叢
』　

第
五
十
五
号
「「
月
影
」
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
」（
花
木

信
徹
）
参
照

４　

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
法
語
か
ら
も
知
ら
れ
る
。「
南
無
阿
彌
陀
佛
と
い

ふ
は
、
別
し
た
る
事
に
は
思
う
べ
か
ら
ず
。
阿
彌
陀
ほ
と
け
我
を
た
す
け
給

へ
と
い
ふ
こ
と
ば
と
、
心
え
て
、
心
に
は
あ
み
だ
ほ
と
け
、
た
す
け
給
へ
と

お
も
ひ
て
、
口
に
は
南
無
阿
彌
陀
佛
と
唱
る
を
、
三
心
具
足
の
名
号
と
申
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也
。」（『
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
』『
昭
法
全
』
四
九
二
頁
）
こ
れ
は
、
一

枚
起
請
文
の
中
の
「
た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
し

て
、
う
た
か
ひ
な
く
、
往
生
す
る
そ
と
お
も
ひ
て
、
申
す
別
に
は
別
の
子
細

候
は
す
。
た
だ
し
三
心
四
修
な
ん
と
申
す
事
の
候
は
、
み
な
決
定
し
て
、
南

無
阿
彌
陀
佛
に
て
往
生
す
る
そ
と
お
も
ふ
う
ち
に
こ
も
り
候
な
り
。」
と
、

ほ
ぼ
同
文
と
言
っ
て
よ
い
。

５　

こ
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
来
て
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。『
選
択
集
』

で
展
開
さ
れ
た
勝
劣
の
義
に
お
け
る
「
万
徳
所
帰
」
と
い
う
名
号
観
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
が
、
名
号
そ
の
も
の
が
持
つ
威
神
力
と
、
と
ら
れ
な
い
か
と
い
う
危

惧
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
の
論
は
「
な
ぜ
念
仏
が
往
生
業
と
し
て
選

ば
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
対
し
て
、「
名
号
と
い
う
の
は
も
と
も
と
仏
の

万
徳
が
帰
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
読
め
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
名
が
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
威
神
力
を
持
つ
、
一
種
の
真

言
（
マ
ン
ト
ラ
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
分
の
唱
え
る
念
仏
の
力
で
、（
す

な
わ
ち
自
力
で
）
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
自
己
に
救
済
の
能
力
が
な
い
に
ゆ
え
に
、
ひ
と
え
に
阿

弥
陀
仏
の
光
明
摂
取
と
来
迎
を
た
の
む
と
い
う
、
法
然
浄
土
教
の
他
者
的
構

造
が
、
崩
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
そ
う
と
っ
て
は
な
ら

な
い
。

　
　

そ
う
で
は
な
く
、
優
れ
た
功
徳
を
持
つ
念
仏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
往
生
の

因
に
な
れ
る
。
ま
た
、
光
明
摂
取
や
来
迎
は
、
阿
弥
陀
仏
自
身
の
能
力
で
あ

っ
て
、
念
仏
そ
の
も
の
の
力
で
は
な
い
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
然

上
人
は
『
逆
修
説
法
』
で
『
西
方
要
決
』
の
文
「
諸
仏
の
願
行
、
こ
の
果
名

を
成
ず
。
た
だ
能
く
号
を
念
じ
、
具
に
衆
徳
を
包
む
が
故
に
大
善
を
成
じ
、

往
生
を
廃
せ
ず
」
と
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
念
仏
が
往
生
の
因
に
な
れ
る

理
由
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
人
は
法
語
等
で
、
念
仏
そ
の
も

の
に
威
神
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　

つ
ま
り
念
仏
と
は
「
阿
弥
陀
仏
、
助
け
た
ま
え
」
と
誠
実
に
述
べ
る
こ
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
往
生
を
願
う
声
を
、
阿
弥
陀
仏
に
届
け

る
力
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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散
華
と
そ
の
模
様
に
つ
い
て

宮　

澤　

正　

順

一

　

紙
で
作
ら
れ
た
散
華
（
花
）
に
は
、
近
年
特
に
人
目
を
引
く
よ
う

な
デ
ザ
イ
ン
で
、
色
彩
豊
か
に
仏
像
菩
薩
像
や
宗
祖
の
姿
や
名
号
な

ど
が
画
か
れ
た
も
の
が
出
現
し
、
図
柄
は
益
々
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て

い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
種
の
模
様
が
画
か
れ
た
散
華
は
、

散
華
本
来
の
意
味
や
有
り
方
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、
散
華
の
歴
史
を
追
求
し
な
が
ら
検
討
を
加

え
て
み
た
い
と
思
う

二

　

散
華
は
、
一
般
的
に
訓
読
す
る
な
ら
ば
、「
華
を
散
ら
す
」
と
読

め
る
の
で
あ
り
、
更
に
は
華
が
散
っ
て
い
く
様
子
や
華
を
散
ら
す
行

為
を
も
示
す
よ
う
で
あ
る
。
散
華
の
語
彙
を
解
説
す
る
多
く
の
字
典

辞
書
の
類
で
は
「
華
を
散
布
す
る
」
と
か
「
華
を
ま
き
散
ら
し
」
と

か
「
華
を
撒
き
散
し
」
と
し
、
そ
の
行
為
で
仏
菩
薩
を
供
養
す
る
の

で
あ
る
、
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
撒
き
散
す
」
と
い
う
表
現

を
多
用
す
る
の
は
、
散
す
も
の
が
華
と
か
葉
び
ら
と
か
、
或
は
造
花

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
の
造
花
に
仏
菩
薩
や
宗
祖
の
姿
が
描

写
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、「
撒
き
散
す
」
と
か
「
散
布
す
る
」
と
か

い
う
失
礼
な
表
現
は
、
恐
れ
多
く
て
、
常
識
人
と
し
て
は
と
て
も
用

い
ら
れ
る
表
現
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
散
」
の
字
は
、
決

し
て
品
が
い
い
文
字
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
語
で
も
発
音
の
仕

方
に
よ
っ
て
多
少
の
意
味
の
違
い
は
あ
る
が
、「
分
散
」
と
か
「
し

ま
り
が
な
い
」
と
か
の
意
味
が
中
心
で
あ
る
。「
散
士
」
な
ど
号
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
上
等
な
意
味
で

は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
充
分
認
識
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。
散
は
、
華
（
花
）
と
か
そ
れ
に
類
似
す
る
物
質
に
対
し
て
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の
み
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
寛
文
頃
の
学
僧
加
祐
は
、

「
散
は
離
な
り
」
と
す
る
（
注
12
参
照
）。

　

次
に
華
（
花
）
の
字
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
華
も
花
も
共
に
草
木

の
は
な

3

3

の
総
称
と
さ
れ
る
が
、
特
に
華
の
漢
字
に
は
、
花
の
字
以
上

に
「
か
が
や
く
」
と
か
「
立
派
な
」
と
か
の
意
が
強
く
出
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
華
（
花
）
は
、
ま
た
芭
と
か
葩
と
も
書
か
れ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
人
の
心
を
和
や
か
に
し
、
人
の
心
を
癒
し
て
く
れ
る

も
の
で
あ
る
。
遥
か
昔
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
も
、
死
者
に
花
を

手
向
け
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
証
左
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
因
み
に
葩
は
、
ハ
・
へ
・
ア
の
音
が
字
書
に
示
さ
れ
て
い
る

が
、
葩
華
な
ど
ハ
と
読
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

先
に
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
例
を
挙
げ
た
が
、
仏
教
で
は
、
華

に
つ
い
て
、

華
を
仏
菩
薩
に
奉
じ
又
散
じ
て
、
之こ
れ
を
供
養
す
る
な
り
。
密
教

の
修
法
の
時
、
華
は
最
重
要
な
る
も
の
の
一
つ
た
り
。
大
日
経

二
具
縁
品
に
曰
わ
く
、「
真
言
を
持
す
る
行
者
は
、
諸
々
の
聖

尊
を
供
養
す
る
に
、
当
に
悦
意
の
華
の
潔
き
白
黄
朱
色
を
奉
ず

べ
し
。」
と
。
同
疏
七
に
は
、
応
に
諸
尊
の
性
類
及
び
曼
茶
羅

の
方
位
等
に
随
い
、
奉
献
の
華
を
分
別
す
べ
し（
１
）。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
菩
薩
に
華
を
奉
献
す
る
の
は
、

仏
菩
薩
が
そ
れ
を
喜
ば
れ
て
、
そ
の
場
処
に
来
た
り
て
華
の
上
に
坐

し
て
下
さ
る
か
ら
で
あ
る
。
或
は
仏
の
お
体
を
荘
厳
す
る
意
味
も
あ

り
、
有
名
な
『
華
厳
経
』
の
華
厳
に
つ
い
て
は
、
同
経
に
、

此
の
華
を
似
っ
て
法
身
を
荘
厳
す
る
が
故
に
、
華
厳
と
い
う
（
２
）

と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
散
と
華
の
二
字
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
散
華
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
よ
う
。
散
華
に
関
す
る
解
説
に
は
、
例
え
ば
、

サ
ン
ゲ　

散
華　

行
事　

華
を
散
布
す
る
意
。
又
「
サ
ン
カ
」

と
発
音
す
。
即
ち
華
を
散
布
し
て
仏
等
に
供
養
す
る
を
云
ふ
。

大
般
若
波
羅
蜜
多
経
第
五
百
五
十
四
、
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
巻

下
、
華
手
経
第
四
等
に
皆
散
華
の
一
品
あ
り
。
其
の
他
、
諸
経

の
中
に
散
華
の
相
及
び
功
徳
を
説
け
る
文
甚
だ
多
し
。
大
智
度

論
第
五
十
五
に
「
華
を
仏
の
上
に
散
ず
る
は
、
是
れ
仏
宝
に
供

養
す
。
諸
菩
薩
須
菩
提
及
び
般
若
波
羅
蜜
に
散
ず
る
は
、
是
れ

法
宝
に
供
養
す
。
諸
の
比
丘
僧
に
散
ず
る
は
是
れ
僧
宝
に
供
養

す
」
と
云
ひ
、
同
第
九
に
「
問
う
て
曰
は
く
、
何
を
以
て
華
を

以
て
仏
身
の
上
に
散
ず
る
や
。
答
へ
て
曰
は
く
、
恭
敬
供
養
す

る
が
故
に
、
又
仏
光
照
す
に
皆
遥
に
仏
を
見
て
心
大
に
歓
喜
し
、

仏
を
供
養
す
る
が
故
に
、
皆
諸
華
を
以
て
仏
の
上
に
散
ず
。」

…
以
て
散
華
の
所
由
を
知
る
べ
し（
３
）。



─ 193 ─

と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
辞
典
に
は
、
仏
菩
薩
が
喜
ば
れ

る
清
浄
な
華
（
花
）
も
、
逆
に
邪
魔
鬼
神
の
類
は
、
そ
れ
を
忌
み
嫌

う
と
い
う
こ
と
を
、『
説
法
明
眼
論
』
上
散
華
品
を
引
用
し
て
、

若
し
花
開
く
こ
と
あ
ら
ば
、
諸
仏
あ
り
て
坐
す
。
是
の
故
に
下

界
の
中
に
は
華
を
以
て
浄
土
と
な
す
。
色
を
見
、
香
を
聞
か
ば
、

諸
の
鬼
神
等
之
を
嫌
ふ
こ
と
猶
ほ
糞
穢
の
色
香
に
お
け
る
が
如

し（
４
）。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
散
華
に
は
鬼
神
魔
除
け
の
作

用
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

以
下
更
に
二
三
の
解
説
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば

そ
の
一
つ
に
。

サ
ン
ゲ　

散
華　

四
箇
法
要
（
大
法
会
の
時
に
必
ず
行
ふ
べ
き

梵
唄
・
散
華
・
梵
音
と
錫
杖
を
い
ふ
）
の
一
。
華
を
撒
き
散
し

て
仏
を
供
養
す
る
を
い
ふ
。
花
開
け
ば
諸
仏
来
っ
て
坐
し
給
ふ

に
よ
り
下
界
で
は
花
を
以
て
浄
土
と
す
る
。
…
昔
は
樒
の
葉
・

菊
花
・
蓮
弁
を
用
ひ
た
が
、
今
は
蓮
弁
の
形
に
紙
を
裁
ち
、
青

黄
赤
白
紫
等
の
色
物
を
雑
へ
用
ひ
、
両
面
に
銀
線
を
描
く
の
を

普
通
と
し
て
ゐ
る（
５
）。

と
か
、
或
は
、

サ
ン
ゲ　

散
華　

…
大
品
般
若
経
巻
二
十
一
（
三
慧
品
）
に
は

「
若
し
善
男
子
善
女
子
あ
り
て
但
一
葉
を
以
て
虚
空
に
散
じ
仏

を
念
ず
る
に
乃
至
苦
を
畢
り
て
其
福
尽
き
ず
」
と
説
き
、
同
経

巻
八
に
散
華
品
あ
り
。
波
羅
奈
城
の
長
者
の
命
に
由
り
て
華
を

採
り
、
還
ら
ん
と
せ
る
時
、
路
に
世
尊
の
相
好
端
厳
な
る
を
見

て
歓
喜
し
、
仏
足
を
拝
し
華
を
仏
に
散
ず
。
後
再
び
華
を
採
ら

ん
為
め
樹
に
上
り
し
が
、
誤
り
て
地
上
に
墜
ち
命
終
す
。
然
る

に
仏
前
に
花
を
散
じ
た
る
功
徳
に
よ
り
て
忉
利
天
に
生
ま
れ
た

る
こ
と
見
ゆ
。
或
は
樒し
き
みの

葉
・
菊
花
・
蓮
弁
に
生
花
を
用
ひ
た

る
こ
と
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
通
常
は
蓮
弁
形
に
裁
ち
た
る
紙

を
用
ふ
。
紙
は
青
黄
赤
白
紫
等
の
諸
色
を
雑
へ
、
両
面
に
銀
線

に
て
筋
を
付
す
る
を
法
と
す（
６
）。

と
説
い
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
文
章
の
最
後
の
「
法
と
す
」
と

い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
生
花
に
似
た
紙
に
書

き
入
れ
る
に
は
、
蓮
弁
の
筋
だ
け
で
あ
っ
て
、
仏
菩
薩
や
宗
祖
や
名

号
な
ど
を
画
き
入
れ
な
い
こ
と
を
法
と
す
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
又
別
の
書
物
で
は
、

散
華　

さ
ん
げ　

①
花
を
ま
き
散
ら
し
て
供
に
供
養
す
る
こ
と
。

〈『
灌
頂
経
』
一
二
巻
…
〉
②
法
要
の
式
に
あ
た
る
散
華
の
儀
式

の
こ
と
。
顕
教
で
は
四
箇
法
要
の
一
つ
。
密
教
で
は
二
箇
法
要

の
一
つ
で
、
梵
唄
の
次
に
行
な
う
。
華
籠
に
入
れ
た
樒
の
花
や



─ 194 ─

紙
で
つ
く
っ
た
蓮
弁
を
、
偈
頌
を
詠
じ
な
が
ら
ま
い
て
い
く（
７
）。

と
解
説
し
て
い
る
。

　

以
上
引
用
し
た
辞
典
類
の
中
で
も
、
大
正
七
年
（
一
九
一
六
）
刊

行
の
も
の
や
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
初
版
の
も
の
に
は
、
紙
の

散
華
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
図
を
見
て
頂
け
れ
ば
明

瞭
な
よ
う
に
、
ど
れ
も
蓮
弁
に
筋
を
線
で
書
き
入
れ
た
極
め
て
シ
ン

プ
ル
な
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
千
九
百
年
初
頭
よ
り
以
後
に

華
の
紙
に
仏
菩
薩
や
聖
者
の
像
な
ど
が
書
き
入
れ
ら
れ
始
め
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。
正
に
近
く
百
年
以
内
に
起
こ
っ

た
変
化
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
博
雅
の
士
の
ご
教
示
を

得
ら
れ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
わ
が
国
を
代
表
す
る
関
西
の
古
刹
の
一

つ
で
は
、
椿
の
葉
を
散
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
大
正
十
年
（
一
九

二
一
）
頃
か
ら
仏
像
を
画
き
入
れ
た
散
華
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

時
代
の
流
れ
を
知
る
上
で
興
味
深
い
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

散
華
が
、
椿
の
葉
・
樒
の
葉
・
菊
花
・
蓮
弁
な
ど
の
生
花
が
用
い

ら
れ
て
い
た
一
方
で
、
紙
の
造
花
の
散
華
も
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て

い
た
。
清
少
納
言
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
正
暦
年
間
（
九
五
〇
―九

九
五
）
に
は
一
条
天
皇
の
中
宮
定
子
に
仕
え
て
い
た
よ
う
で
、
紙
の

散
華
に
文
字
を
書
い
て
手
紙
の
代
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
『
枕
草

子
』
の
「
二
二
八
段　

清
水
に
こ
も
り
し
に
（
春
・
二
五
九
）」
に

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
清
少
納
言
が
清
水
寺
に
参
籠
中
、
中
宮

定
子
か
ら
参
籠
が
長
過
ぎ
る
か
ら
早
々
に
出
仕
す
る
よ
う
促
さ
れ
た

時
、
参
籠
中
の
こ
と
と
て
手
紙
を
書
く
紙
な
ど
も
忘
れ
て
き
た
の
で
、

手
元
に
あ
っ
た
紫
色
の
造
花
の
散
華
の
上
に
返
事
を
お
書
き
し
て
定

子
に
届
け
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
文
を
引
用
す
る
と
、

清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
賜
は
せ
た
り
し

唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
、
草
に
て
、「
山
近
き
入
相
の
鐘
の
声

ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
数
は
知
ら
さ
む
も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居

や
。」
と
ぞ
書
か
せ
た
ま
へ
る
。
紙
な
ど
の
な
め
げ
な
ら
ぬ
も
、

取
り
忘
れ
た
る
た
び
に
て
、
紫
な
る
蓮は
ち
すの

花
び
ら
に
書
き
て
ま

ゐ
ら
す
。（
注
釈
「
蓮
の
花
び
ら
」
―
―
法
会
の
散
華
（
さ
ん

げ
）
に
用
い
る
造
花
の
蓮
の
花
び
ら
。
そ
れ
を
拾
っ
て
お
い
た

の
で
、
色
は
赤
・
白
・
黄
・
緑
・
紫
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
色
が
あ

る
。
そ
の
中
か
ら
紫
の
蓮
の
花
び
ら
を
と
く
に
選
ん
だ
の
で
あ

る
。
入
相
の
時
刻
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。）

と
あ
る（
８
）。
造
花
の
紙
の
散
華
は
、
ず
い
分
昔
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
判
る
。
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三

　

散
華
と
い
う
表
現
は
、
貫
華
と
い
う
表
現
と
対
に
な
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
、

特
に
貫
華
に
つ
い
て
は
、

経
句
の
偈
頌
に
称
し
て
貫
華
と
曰
い
、
其
の
散
文
に
散
華
と
曰

う
。
文
句
一
に
曰
わ
く
、
仏
は
縁
に
赴
き
て
散
華
貫
華
の
両
説

を
作
す
。
…
仏
を
供
養
す
る
為
に
散
布
す
る
な
り
。
無
量
寿
経

下
に
曰
わ
く
「
懸
繒
燃
燈
、
散
華
焼
香
。
以
此
廻
向
、
願
生
彼

国
。」
と
。

と
説
か
れ
て
い
る（
９
）。
ま
た
別
の
文
献
で
は
、

［
嘉
祥
法
華
義
疏
］
龍
樹
十
住
毘
婆
沙
に
云
う
、
一
つ
に
は
、

国
法
同
じ
か
ら
ざ
る
に
随
う
。
震
旦
に
序
銘
の
文
あ
り
、
天
竺

に
散
華
貫
華
の
説
あ
る
が
如
し
。

と
あ
る）

10
（

。
貫
華
の
別
の
解
釈
と
し
て
は
、

［
貫
華
］（
花
）　

仏
教
の
伝
説
に
、
仏
祖
法
を
説
く
に
天
神
感

動
し
、
各
色
の
香
花
を
散
落
す
。
后
に
因
り
て
、
貫
華
を
以
っ

て
仏
教
の
精
義
妙
旨
に
喩
う
。

と
す
る）

11
（

。
或
い
は
又
、
貫
華
を
「
花
輪
」
と
す
る
も
の
も
あ
る）

12
（

。

四

　

以
上
を
通
し
て
、
散
の
字
を
用
う
る
限
り
、
撒
き
散
さ
れ
る
も
の

は
花
と
い
う
物
質
で
あ
る
べ
き
で
、
仏
菩
薩
や
宗
祖
や
名
号
を
画
い

た
ら
、
そ
れ
は
散
仏
・
散
菩
薩
・
散
聖
人
（
上
人
）
と
な
っ
て
、
大

変
失
礼
な
表
現
と
な
る
。
た
と
え
華
の
上
に
仏
が
坐
し
て
い
る
姿
を

示
す
意
図
が
あ
る
と
し
て
も
、
仏
菩
薩
や
宗
祖
が
画
か
れ
た
以
上
、

そ
れ
を
散
華
と
称
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
散
の
字
が
付
い
て
い

る
限
り
、
絶
え
ず
そ
れ
は
、
撒
き
散
ら
さ
れ
る
危
険
を
排
除
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
散
布
さ
れ
れ
ば
、
人
の
足
に
踏
ま
れ
る
事
態
を
生

ず
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
て
、
信
仰
心
あ
る
人
な
ら
ば
許
し
難
い
行

為
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
そ
の
こ
と
を
、
先
人
の
散
華
に
対
す
る
心

遣
い
の
歴
史
の
中
か
ら
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

１　

丁
福
保
編
纂
『
仏
学
大
辞
典
』（
一
九
八
四
年
刊
）

２　

注
１
に
同
じ
。

３　

望
月
信
亨
『
仏
教
大
辞
典
』（
一
九
三
二
年
刊
）

４　

注
３
に
同
じ
。

５　

東
方
書
院
編
輯
部
『
模
範
仏
教
辞
典
』（
一
九
三
二
年
刊
）

６　

龍
谷
大
学
編
纂
『
仏
教
大
辞
彙
』（
一
九
一
六
年
刊
）

７　

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
一
九
八
一
年
刊
）

８　

白
子
福
衛
門
『
枕
草
子
全
釈
』
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９　

注
１
に
同
じ
。

10　

王
雲
五
主
編
『
増
修
辞
源
』（
民
国
五
十
七
年
刊
）

11　

羅
竹
風
主
編
『
漢
語
大
詞
典
』（
一
九
九
〇
年
刊
）

12　

注
７
に
同
じ
。
加
祐
『
往
生
礼
讃
私
記
拾
遺
鈔
』（『
浄
全
』、
四
、
四
八

八
頁
と
解
説
二
〇
頁
）
参
照
。
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『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
穢
の
顕
現

村　

上　

真　

瑞

　
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
第
一
巻
で
は
、
凡
夫
が
往
生
す

る
淨
土
に
つ
い
て
、
凡
夫
の
穢
れ
と
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
と
が
ど
の
よ

う
に
し
て
浄
土
に
お
い
て
一
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
論
議

し
て
い
る
。
今
回
の
問
答
は
そ
れ
ら
の
論
議
を
整
理
し
て
表
し
た
も

の
で
あ
る
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

問
曰
凡
夫
衆
生
所
生
淨
土
凡
夫
未
得
无
漏
淨
心
随
心
所
變
土
還

有
漏
有
漏
之
土
即
名
穢
國
何
得
亦
言
生
淨
土

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
は
ま
だ
煩
悩
を
消
し
去
っ
た
淨
ら
か
な

心
を
獲
得
し
て
い
な
い
。
心
の
変
化
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
に
従
っ
て

国
土
も
ま
た
煩
惱
の
存
在
す
る
汚
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
煩

惱
の
存
在
す
る
国
土
を
と
り
も
な
お
さ
ず
穢
れ
た
国
と
名
づ
け
る
。

凡
夫
が
淨
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
と
問
い
を

な
し
て
い
る
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一

に
よ
る
と

體
淨
相
穢
者
謂
佛
心
无
漏
清
淨
故
所
現
之
土
亦
復
清
淨
然
所
現

土
現
於
穢
相
名
體
淨
相
穢
故
維
摩
經
言
爲
欲
度
斯
下
劣
人
故
示

是
衆
惡
不
淨
土
耳

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
質
が
淨
く
外
見
が
穢
れ
て
い
る
も
の
と
は
、

仏
の
心
は
、
け
が
れ
な
く
清
ら
か
で
あ
る
の
で
、
現
れ
出
で
た
る
国

土
も
ま
た
清
ら
か
で
あ
る
が
、
現
れ
出
で
た
る
国
土
に
穢
れ
た
姿
を

現
わ
す
こ
と
を
、
本
質
が
淨
く
外
見
が
穢
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
。

『
維
摩
經
』
に
劣
っ
た
人
を
救
お
う
と
願
う
が
た
め
に
、
こ
の
悪
に

満
ち
た
汚
れ
た
国
土
を
示
す
で
あ
る
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻

第
一
に
よ
る
と

體
穢
相
淨
者
如
十
地
已
還
本
識
及
有
漏
六
七
識
并
地
前
凡
夫
一

切
有
漏
心
所
現
淨
土
是
有
漏
故
名
爲
體
穢
以
依
如
來
清
淨
佛
土

自
識
變
似
淨
土
相
現
故
名
相
淨
也

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
質
が
穢
れ
外
見
が
淨
ら
か
な
も
の
と
は
、
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菩
薩
五
十
二
位
の
う
ち
、
第
四
十
一
位
か
ら
第
五
十
位
以
来
の
ア
ー

ラ
ヤ
識
及
び
、
け
が
れ
を
有
す
る
意
識
・
末
那
識
、
な
ら
び
に
第
四

十
一
位
か
ら
第
五
十
位
に
入
る
前
・
初
地
の
位
以
前
の
凡
夫
の
け
が

れ
を
有
す
る
心
が
顕
現
し
た
淨
土
の
よ
う
に
、
本
質
が
穢
れ
た
も
の

で
あ
る
。
如
來
の
清
ら
か
な
佛
土
に
依
存
し
て
自
ら
の
心
を
如
來
の

清
ら
か
な
淨
土
の
姿
に
似
て
顕
現
す
る
の
で
、
外
見
が
淨
ら
か
な
も

の
と
い
う
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

體
相
倶
淨
者
如
佛
及
十
地
已
還
无
漏
心
中
所
現
淨
土
名
體
相
倶

淨

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
質
も
外
見
も
ど
ち
ら
も
淨
ら
か
な
も
の
と

は
、
佛
及
び
菩
薩
五
十
二
位
の
う
ち
、
特
に
第
四
十
一
位
か
ら
第
五

十
位
ま
で
の
け
が
れ
の
な
い
心
に
顕
現
す
る
淨
土
の
よ
う
に
本
質
も

外
見
も
ど
ち
ら
も
淨
ら
か
な
も
の
と
い
う
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑

論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

體
相
倶
穢
者
如
有
漏
心
所
現
穢
土
等
是
也

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
質
も
外
見
も
共
に
穢
れ
て
い
る
も
の
と
は

け
が
れ
た
心
が
顕
現
す
る
穢
れ
た
国
土
等
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
体
系
に
分
類
さ
れ
る
中
、
極
楽
浄
土
に

凡
夫
が
生
ず
る
場
合
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
釋
淨
土
群
疑

論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

今
此
得
生
西
方
雖
是
凡
夫
然
前
第
二
句
體
穢
相
淨
也

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
西
方
極
楽
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
二
番
目
の
区
切
り
に
相
当
す
る
本

質
が
穢
れ
外
見
が
淨
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑

論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

問
曰
彼
西
方
淨
土
之
處
爲
亦
有
穢
土
不
若
有
者
如
何
名
淨
土
若

无
者
亦
如
盧
舎
那
佛
千
葉
蓮
花
一
一
花
上
有
百
億
國
此
一
一
國

皆
是
穢
土
如
何
蓮
花
藏
世
界
盧
舎
那
佛
所
坐
花
王
之
座
淨
葉
之

上
而
有
穢
土
又
身
子
見
穢
梵
王
見
淨
此
並
淨
穢
二
土
同
處
而
現

何
故
極
樂
唯
有
淨
土
而
无
穢
土
耶

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
西
方
極
楽
淨
土
の
場
所
に
穢
れ
た
国
土

が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
。
仮
に
穢
れ
た
国
土
が
存
在
す
る
な

ら
ば
、
淨
ら
か
な
国
土
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
仮
に
穢
れ
た

国
土
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
盧
舎
那
佛
（
大
日
如
来
）
の
蓮

の
花
の
千
の
は
な
び
ら
の
一
一
の
花
の
上
に
百
億
の
國
が
存
在
す
る

よ
う
に
、
こ
の
一
一
の
國
は
、
皆
な
穢
れ
た
国
土
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ど
う
し
て
千
の
は
な
び
ら
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
百
億
の
世
界

を
含
む
千
の
世
界
を
な
す
大
蓮
華
の
世
界
の
盧
舎
那
佛
（
大
日
如

来
）
の
坐
っ
て
い
る
蓮
華
の
座
席
の
淨
ら
か
な
葉
の
上
に
穢
れ
た
国

土
が
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
舎
利
弗
は
穢
れ
た
国
土
を
見
、
梵
天
王
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は
淨
ら
か
な
国
土
を
見
る
、
こ
れ
は
同
時
に
淨
と
穢
と
の
二
土
が
、

同
じ
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
で
西
方
極
樂
に
た

だ
淨
ら
か
な
国
土
だ
け
が
存
在
し
て
、
穢
れ
た
国
土
が
存
在
し
な
い

と
い
え
る
の
か
。
と
し
て
、
浄
土
と
穢
土
と
が
同
時
に
存
在
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
、
問
い
を
お
こ
し
て
い
る
。
次
に
『
釋
淨

土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

又
色
法
質
礙
不
可
同
處
穢
淨
二
相
倶
時
現
行
不
相
容
故
雜
亂
過

故
觀
經
等
文
曾
不
説
故
四
十
八
願
无
斯
願
故
如
其
有
者
往
生
衆

生
應
亦
生
故
亦
應
得
見
不
生
不
見
故
知
无
也

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
回
答
と
し
て
、
物
質
的
存
在
は
同
時

に
同
一
箇
所
を
占
有
で
き
な
い
性
質
で
あ
る
。
同
じ
場
所
に
同
時
に

存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
穢
れ
た
国
土
と
淨
ら
か
な
国

土
と
の
二
つ
の
存
在
が
一
緒
の
時
に
現
象
世
界
に
現
れ
出
た
な
ら
ば
、

互
い
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
も
つ
れ
乱

れ
る
誤
り
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、『
觀
無
量
壽
經
』
等
の
文
に
い

っ
こ
う
に
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、『
無
量
壽
經
』
の
四

十
八
願
の
中
に
そ
の
よ
う
な
（
穢
れ
た
国
土
と
淨
ら
か
な
国
土
と
の

二
つ
の
存
在
が
一
緒
の
時
に
現
象
世
界
に
現
れ
出
る
と
い
う
）
願
は

無
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
仮
に
そ
の
（
穢
れ
た
国
土
と
淨
ら
か

な
国
土
と
の
二
つ
の
存
在
が
一
緒
の
時
に
現
象
世
界
に
現
れ
出
る
と

い
う
）
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
浄
土
に
往
生
し
た
衆
生
が
、

当
然
も
う
一
度
往
生
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
当
然

も
う
一
度
浄
土
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
度
生

ま
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
も
う
一
度
浄
土
を
見
る
こ
と
も
な
い
。

こ
の
様
な
理
由
で
、（
穢
れ
た
国
土
と
淨
ら
か
な
国
土
と
の
二
つ
の

存
在
が
一
緒
の
時
に
現
象
世
界
に
現
れ
出
る
と
い
う
こ
と
は
）
無
い

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一

に
よ
る
と

有
説
亦
有
穢
土
同
處
同
時
不
相
障
礙
言
二
色
法
不
相
容
受
此
是

小
乘
不
了
之
教
淨
穢
兩
土
皆
遍
十
方
无
邊
限
故
如
此
穢
土
即
有

淨
土
如
盧
舎
那
淨
花
王
座
即
有
千
百
億
穢
土
之
相
皆
悉
淨
處
有

穢
穢
處
有
淨
不
相
雜
染
不
相
障
礙
各
随
所
見
淨
穢
不
同
各
随
所

生
淨
土
穢
土

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、（
浄
土
の
中
に
）
穢
れ
た
国
土
が
有
る
。
同

じ
場
所
に
同
時
に
存
在
す
る
に
つ
い
て
互
い
に
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は

な
い
。
二
つ
の
物
質
的
存
在
が
互
い
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
小
乘
佛
教
の
不
完
全
な
教
説
で
あ
る
。
淨
土
・

穢
土
の
二
つ
の
国
土
は
、
ど
ち
ら
も
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
角
に
ま
ん

べ
ん
な
く
広
が
り
、
国
の
は
て
に
限
り
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ

の
穢
れ
た
国
土
の
中
に
と
り
も
な
お
さ
ず
淨
土
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
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盧
舎
那
（
大
日
如
来
）
の
浄
土
聖
者
の
王
の
座
席
に
と
り
も
な
お
さ

ず
十
万
億
の
穢
れ
た
国
土
の
姿
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
皆
な

す
べ
て
淨
ら
か
な
場
所
に
穢
れ
が
存
在
し
、
穢
れ
た
場
所
に
清
浄
が

存
在
し
て
互
い
に
入
り
乱
れ
て
染
ま
る
こ
と
は
な
い
。
互
い
に
さ
ま

た
げ
る
こ
と
も
な
い
。
各
々
見
る
も
の
（
の
心
）
に
随
て
清
淨
か
又

は
穢
れ
か
は
同
じ
で
は
な
い
。
各
々
生
ま
れ
る
も
の
（
の
心
）
に
随

て
あ
る
も
の
に
は
淨
土
で
あ
り
、
又
あ
る
も
の
に
は
穢
土
で
あ
る
。

と
し
て
心
の
清
浄
か
否
か
に
よ
っ
て
同
じ
国
土
も
浄
と
も
穢
と
も
な

り
得
る
と
し
て
い
る
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

如
前
所
難
並
是
小
乘
非
大
乘
宗
作
如
是
説
廣
如
攝
大
乘
論
等
及

諸
大
乘
經
所
説
不
煩
廣
述
雖
知
同
處
淨
穢
可
成
然
彼
西
方
唯
淨

非
穢
心
穢
衆
生
不
生
彼
故
經
唯
説
淨
相
不
説
穢
相
令
餘
方
衆
生

欲
生
彼
故
也

前
に
述
べ
ら
れ
た
非
難
は
、
み
な
一
様
に
小
乘
仏
教
の
教
説
で
あ
り

大
乘
仏
教
の
根
源
的
な
真
理
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
説
を
述
べ
る

こ
と
は
広
く
『
攝
大
乘
論
』
等
及
び
諸
大
乘
經
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。（
た
と
え
）
同
じ
場
所
に
淨
土
と
穢
土
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る

と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
彼
の
西
方
極
楽
浄
土
は
唯
だ
清
淨
で
あ
っ

て
穢
れ
は
無
い
。
心
の
穢
れ
た
衆
生
は
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
経
典
に
唯
だ
清
浄
な
姿
だ
け
を
説
て
穢
れ
の
姿
を

説
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
極
楽
浄
土
以
外
の
場
所
の
衆
生
を
西
方

極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
わ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
と
し
て
、

『
攝
大
乘
論
』
の
十
八
円
満
説
を
念
頭
に
最
極
清
浄
識
を
も
っ
て
顕

現
す
る
浄
土
の
中
に
穢
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
次
に

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

問
曰
淨
穢
二
土
如
同
處
者
此
二
土
相
雖
珠
璣
瓦
礫
淨
穢
有
殊
莫

不
皆
是
四
塵
色
香
味
觸
四
大
所
造
地
水
火
風
八
微
合
成
質
礙
爲

性
如
何
同
處
同
時
諸
微
不
障
壞
彼
色
性
无
質
礙
能
既
法
相
違
義

難
通
釋
請
除
此
滞
以
顯
微
言

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
淨
土
と
穢
土
と
の
二
つ
の
国
土
が
、
仮
に
同

じ
場
所
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
国
土
の
す
が
た
は
、
宝
石
の

圓
い
玉
と
四
角
な
玉
と
、
価
値
の
な
い
か
わ
ら
小
石
の
よ
う
に
、
た

と
え
清
淨
と
穢
れ
と
の
異
な
り
が
あ
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
は
、
四

塵
（
色
・
香
・
味
・
触
）
と
い
わ
れ
る
、
色
と
形
を
持
っ
た
物
質
的

存
在
・
臭
覚
が
は
た
ら
く
領
域
・
舌
の
感
覚
器
官
が
は
た
ら
く
領

域
・
身
体
で
触
れ
て
知
覚
さ
れ
る
領
域
と
四
大
（
地
・
水
・
火
・

風
）
と
い
う
元
素
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
・
水
・
火
・
風

（
を
合
わ
せ
て
）
八
つ
の
最
も
微
細
な
も
の
を
合
成
し
て
、
同
一
時

に
同
一
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
一
時
に
同
一
場
所
に

諸
の
最
小
極
限
の
原
子
が
互
い
に
邪
魔
し
な
い
で
、
か
の
物
質
の
特
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質
を
こ
わ
し
て
物
体
が
特
定
の
場
所
を
占
め
て
、
他
の
物
を
入
れ
な

い
と
い
う
能
力
が
無
い
と
い
や
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
清

浄
な
教
え
の
特
質
と
違
っ
て
い
る
。
道
理
は
、
理
に
合
す
る
解
釈
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
四
塵
の
色
形
を
持
つ
物
は
、
四
大
に
よ
っ

て
合
成
さ
れ
た
物
で
あ
り
、
同
一
時
に
同
一
場
所
を
占
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
論
理
に
よ
り
、
浄
と
穢

と
は
同
一
時
に
同
一
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

釋
曰
唯
執
極
微
有
質
礙
性
此
乃
是
薩
婆
多
宗
部
執
異
計
豈
是
大

乘
通
相
妙
旨
只
如
大
乘
時
節
長
短
世
界
大
小
皆
悉
不
定
時
即
演

七
日
爲
其
一
劫
促
千
載
而
爲
片
時
量
即
納
須
弥
於
芥
子
内
巨
海

於
毛
孔
豈
限
長
短
巨
細
者
哉
質
礙
亦
爾
礙
无
定
礙
其
礙
即
以
木

礙
木
以
石
礙
石
也
不
礙
者
人
水
鬼
火
天
珠
魚
宅
本
同
一
處
何
有

異
方
以
茲
類
彼
義
可
知
矣
故
身
子
丘

本
无
別
處
梵
王
淨
刹
豈

指
殊
方
蓋
由
万
境
万
心
随
心
淨
穢
唯
識
妙
旨
豈
局
質
礙
者
哉

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
最
小
極
限
の
原
子
は
同
一
時
に
同
一
場
所
を

占
め
得
な
い
と
い
う
性
質
が
有
る
と
と
ら
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、

説
一
切
有
部
の
偏
見
で
あ
り
、
正
統
派
の
説
と
異
な
る
見
解
で
あ
る
。

大
乘
仏
教
共
通
の
特
質
・
す
ぐ
れ
た
趣
旨
で
は
な
い
。
大
乘
仏
教
に

関
し
て
は
、（（
中
略
））
同
一
時
に
同
一
場
所
を
占
め
得
な
い
と
い

う
さ
ま
た
げ
は
無
い
。（
中
略
）
す
べ
て
の
対
象
は
す
べ
て
心
か
ら

な
る
と
い
う
理
由
で
、
心
の
淨
穢
に
し
た
が
っ
て
国
土
の
淨
穢
も
決

ま
る
。
唯
識
の
、
す
ぐ
れ
た
趣
旨
は
最
小
極
限
の
原
子
が
同
一
時
に

同
一
場
所
を
占
め
得
な
い
と
い
う
性
質
に
限
定
で
き
な
い
。
唯
識
の

一
水
四
見
の
論
理
に
よ
っ
て
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
論
を
否
定
し

て
い
る
。
次
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と

釋
曰
體
既
是
淨
得
現
穢
相
何
妨
體
是
其
穢
而
得
現
其
淨
相
故
一

心
之
上
有
種
種
淨
穢
等
相
心
有
多
功
能
能
現
衆
多
相
又
由
以
本

願
與
衆
生
令
爲
現
淨
土
衆
生
宿
於
佛
所
有
生
大
願
深
厭
穢
心
修

清
淨
行
詑
彼
如
來
淨
土
相
上
雖
是
有
漏
而
能
現
彼
清
淨
佛
土
還

如
世
尊
所
現
无
漏
清
淨
佛
土
此
由
他
力
爲
増
上
縁
令
此
有
漏
之

心
現
其
淨
土
相
也

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
本
体
が
す
で
に
清
淨
で
あ
る
と
し
て
も

穢
れ
の
姿
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
本
体
が
穢
れ
て
い
て

そ
の
（
心
に
）
清
浄
な
姿
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
邪
念
を
交
え
ず
二
心
の
な
い
心
の
上
に

様
々
な
清
淨
な
ま
た
は
、
穢
れ
た
姿
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
心

に
多
く
の
阿
頼
耶
識
中
に
薰
ぜ
ら
れ
る
潜
在
余
力
が
有
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
数
多
く
の
姿
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
本
願
を
も

ち
い
て
人
々
に
願
力
を
あ
た
え
て
淨
土
を
現
し
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
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き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
人
々
は
浄
土
の
姿
を
心
に
久
し
く
と
ど

め
置
い
て
、
仏
の
い
ま
す
所
に
行
っ
て
大
い
な
る
願
い
を
お
こ
し
て

深
く
穢
れ
た
心
を
厭
い
捨
て
て
清
淨
な
る
行
を
修
め
る
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
如
來
の
淨
土
の
姿
の
上
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
る
な
ら
ば
、

人
々
の
心
が
た
と
え
煩
惱
に
ま
み
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
仏

の
清
ら
か
な
佛
の
国
土
を
現
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
ち
ょ

う
ど
世
に
尊
敬
さ
れ
る
仏
陀
が
現
し
出
し
た
煩
悩
の
な
い
清
ら
か
な

佛
の
国
土
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た

ら
き
が
往
生
す
る
た
め
の
強
い
力
と
な
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

こ
の
煩
惱
に
ま
み
れ
た
心
に
阿
弥
陀
仏
の
淨
土
の
姿
を
現
し
出
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
と
し
て
、
最
終
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
作
用

に
よ
り
、
煩
惱
を
有
し
た
凡
夫
で
あ
っ
て
も
清
浄
な
浄
土
に
矛
盾
な

く
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
ん
で
い
る
。
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万
葉
集
と
仏
教
に
つ
い
て

吉　

田　

祐　

倫

　

一
、
序

　

私
は
、
仏
教
と
日
本
文
学
の
古
典
に
つ
い
て
、
す
で
に
平
成
六
年

の
「
古
典
の
中
の
仏
教
説
話
と
布
教
」
と
、
平
成
三
年
に
「
古
典
文

学
の
中
の
法
然
上
人
」
と
題
し
て
、
発
表
を
し
た
。
そ
れ
は
、
私
の

住
む
地
域
の
サ
ー
ク
ル
活
動
と
し
て
、
五
年
前
よ
り
「
古
典
読
書

会
」
と
称
し
て
ほ
と
ん
ど
休
ま
ず
に
、
町
の
中
央
公
民
館
で
、
行
っ

て
き
た
。

　

サ
ー
ク
ル
の
名
は
、「
む
ら
さ
き
の
会
」
で
、
町
の
日
本
文
学
の

古
典
愛
好
者
（
寺
の
檀
信
徒
は
一
人
だ
け
）
十
数
人
で
毎
月
第
三
と

第
四
木
曜
日
の
月
二
回
の
午
前
約
二
時
間
実
施
し
て
き
た
。

　

今
ま
で
、
学
ん
だ
古
典
の
作
品
は
、「
方
丈
記
」「
徒
然
草
」「
枕

草
子
」
に
、
五
年
か
か
っ
て
「
平
家
物
語
」
を
全
文
読
破
し
た
。
そ

し
て
、
や
は
り
短
い
作
品
で
も
、
全
文
を
読
ま
な
い
と
正
し
く
理
解

出
来
な
い
こ
と
も
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　

テ
キ
ス
ト
は
、
岩
波
書
店
の
古
い
方
で
、
新
し
い
の
は
良
く
な
く
、

テ
キ
ス
ト
選
び
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　

読
書
の
方
法
は
、
最
初
に
全
員
で
声
を
合
わ
せ
て
、
音
読
（
斉

読
）
し
、
次
に
私
が
、
頭
註
を
中
心
に
現
代
語
訳
や
解
説
を
す
る
。

そ
し
て
、
疑
問
の
箇
所
を
明
ら
か
に
し
、
話
し
合
い
を
す
る
。
話
し

合
い
は
、
昔
の
人
々
と
今
の
人
々
と
の
見
解
の
相
違
や
生
活
様
式
や

思
考
（
大
き
く
言
え
ば
思
想
）
の
相
違
を
話
し
合
う
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
昔
の
人
も
現
代
人
も
基
本
的
に
は
、
あ
ま
り
違
い
は
な
い

こ
と
も
分
か
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
皆
で
斉
読
す
る
の
で
あ
る
。

　

二
、
万
葉
集

　

万
葉
集
は
、
古
代
（
ほ
ゞ
奈
良
時
代
）
の
膨
大
の
和
歌
集
で
、
歌

体
の
長
歌
、
短
歌
を
含
め
て
、
作
品
数
約
四
五
〇
〇
首
か
ら
成
る
。
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表
記
の
文
字
は
、
す
べ
て
万
葉
仮
名
の
漢
字
の
み
で
あ
る
。

　

万
葉
集
の
時
代
は
、
約
一
三
〇
年
間
で
あ
る
。
そ
の
約
一
三
〇
年

間
の
時
代
は
、
古
い
順
に
第
一
期
か
ら
第
四
期
に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
期
な
ど
の
古
い
時
代
に
は
、
長
歌
体
が
多
く
、
後
期
に
な
る
に
つ

れ
て
、
短
歌
体
が
多
く
な
っ
て
ゆ
く
。

　

長
歌
に
は
、
必
ず
短
歌
が
添
え
ら
れ
る
。
第
一
期
の
優
れ
た
歌
人

に
は
、
天
武
天
皇
や
額
田
王
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
期
に
は
、

柿
本
人
麻
呂
な
ど
、
第
三
期
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
や
大
伴
旅
人
、
高

市
黒
人
な
ど
、
第
四
期
の
優
れ
た
歌
人
に
は
、
大
伴
家
持
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

万
葉
集
の
書
物
（
本
）
は
、
大
伴
家
持
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。

万
葉
集
は
、
古
い
順
に
巻
一
か
ら
、
巻
二
十
ま
で
成
る
。

　

巻
四
に
は
、
日
本
の
関
東
や
東
海
や
北
陸
地
方
な
ど
で
歌
わ
れ
た

東
歌
（
あ
づ
ま
う
た
）
で
短
歌
二
三
〇
余
首
が
あ
り
、
素
朴
な
民
謡

風
の
歌
が
あ
り
、
方
言
が
特
色
で
あ
る
。
万
葉
集
の
特
色
と
し
て
、

防
人
の
歌
（
約
二
〇
〇
首
ほ
ど
で
地
方
の
方
言
の
歌
も
あ
る
。）
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
巻
四
、
巻
十
に
は
、
年
代
未
詳
の
歌
が
あ
る
。

な
お
、
巻
三
に
は
、
聖
徳
太
子
の
短
歌
で
挽
歌
が
二
首
載
っ
て
い
る
。

　

第
一
期
は
、
萌
芽
期
で
、
内
容
が
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
「
雑
歌
」

が
多
く
、
第
二
期
は
、
相
聞
歌
（
男
女
の
恋
の
歌
）
が
多
く
、
第
三

期
は
、
挽
歌
が
多
い
。
第
四
期
は
、
雑
歌
が
多
い
。

　

だ
か
ら
、
第
三
期
の
歌
が
仏
教
と
関
係
が
あ
る
。

　

三
、
万
葉
集
と
仏
教

　

万
葉
集
を
学
ん
で
、
大
和
及
び
大
和
周
辺
（
現
在
の
奈
良
県
）
を

詠
ん
だ
歌
が
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
て
、
最
も
多
く
、
次
に
柿
本

人
麻
呂
の
歌
が
多
い
の
で
、
山
陰
地
方
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
。
ほ
か

に
、
越
中
の
国
（
北
陸
地
方
）
と
筑
紫
の
国
（
福
岡
県
）
で
、
そ
し

て
、
東
歌
と
防
人
の
出
身
地
の
関
東
や
東
北
地
方
に
歌
が
多
い
。
つ

ま
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
代
の
奈
良
時
代
で
も
、
日
本
全
体
の
地

域
が
開
発
さ
れ
、
地
域
社
会
が
、
開
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

明
日
香
の
真
神
の
原
な
ど
明
日
香
が
よ
く
出
る
の
で
、
現
在
の
奈

良
県
高
市
郡
明
日
香
村
が
、
大
き
な
墓
と
と
も
に
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
所
で
あ
る
。

　

仏
教
の
経
典
の
「
華
厳
経
」
が
よ
く
出
る
。

　

ま
た
、
第
三
期
の
挽
歌
の
中
に
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
霊
魂
は
天

に
住
む
と
詠
ん
だ
歌
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
つ
ま
り
、
霊
魂
は
こ
の

世
か
ら
あ
の
世
へ
移
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
う
、
浄
土
宗
の
考
え
方
の
元
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
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古典読書会の学習の様子

大和三山（奈良県）

額
ぬか
田
だの
王

おおきみ
柿本人麻呂



─ 206 ─

　

ま
た
、
万
葉
集
は
奈
良
時
代
初
期
の
八
世
紀
の
一
三
〇
年
間
の
古

い
時
代
の
歌
な
の
で
、
後
世
に
残
し
伝
え
る
た
め
の
、
諸
本
（
異

本
）
が
多
い
の
で
あ
る
。
印
刷
術
が
発
達
し
て
い
な
い
頃
な
の
で
、

筆
の
よ
う
な
も
の
で
書
い
た
り
、
板
に
彫
っ
た
り
し
た
よ
う
だ
。

　
　

そ
の
異
本
を
古
い
年
代
順
に
挙
げ
る
と
、

　

１
、
天
治
本
万
葉
集

　
　
　
　
　

ア
、 

天
治
元
年
（
一
一
二
四
年
Ⅱ
平
安
時
代
後
期
の
初

め
）
の
奥
書
。

　
　
　
　
　

イ
、
巻
十
三
の
首
尾
整
っ
た
本
。

　

２
、
伝
壬
生
降
祐
筆
本
Ⅱ
巻
九
の
一
部
分
。
鎌
倉
時
代
中
期
の
写

本
。

　

３
、
嘉
暦
伝
承
本
Ⅱ
巻
十
一
の
大
部
分
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
写
本
。

藤
原
定
家
の
仮
名
遣
に
従
う
訓
読
の
写
本
。

　

４
、
尼
崎
本
Ⅱ
巻
十
六
の
首
尾
整
っ
た
写
本
。
院
政
期
の
写
本
。

　

５
、
類
聚
古
集
Ⅱ
歌
体
に
よ
っ
て
分
類
し
、
四
季
天
地
等
の
題
材

に
よ
っ
て
細
分
し
た
類
聚
書
。
二
十
冊
の
う
ち
十
六
冊
現
存
。
平
安

時
代
末
期
末
期
ま
た
は
鎌
倉
時
代
初
期
の
写
本
。
残
存
の
部
分
が
多

い
の
で
、
万
葉
集
の
歌
の
原
形
を
推
定
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果

た
す
。

　

６
、
古
葉
略
類
聚
鈔
Ⅱ
十
二
冊
の
う
ち
五
冊
現
存
。
建
長
二
年
書

写
。
類
聚
古
集
の
本
文
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

７
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
仙
覚
写
本
。

　

８
、
新
点
本
の
写
本
Ⅱ
代
表
的
な
も
の
は
、
西
本
願
寺
本
、
京
都

大
学
本
な
ど
が
あ
る
。

　

９
、
江
戸
時
代
の
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
年
）
の
流
布
本
。
こ

れ
は
万
葉
集
の
定
本
。

　

10
、
昭
和
七
年
の
校
本
万
葉
集
Ⅱ
編
者
は
佐
佐
木
信
綱
・
橋
本
進

吉
・
千
田
憲
・
武
田
祐
吉
・
久
松
潜
一
の
五
氏
。

　

四
、
結
び

　

古
代
の
奈
良
時
代
初
期
に
、
も
は
や
す
で
に
、
寺
院
や
神
社
が
あ

り
、
当
時
の
人
々
の
生
活
の
中
に
、
信
仰
心
が
非
常
に
深
く
、
仏
教

の
信
仰
が
行
き
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
樹
木
や
草
花
は
も

ち
ろ
ん
、
大
地
や
山
や
峰
や
、
さ
ら
に
岩
や
石
こ
ろ
ま
で
に
霊
魂
が

宿
っ
て
い
る
と
、
本
気
で
信
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
神
仏
を
信
じ
る

こ
と
で
は
、
現
代
人
よ
り
は
る
か
に
強
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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■
彙　

報  
平
成
二
十
六
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
六
年
九
月
十
一
日
・
十
二
日
の
両
日
、

京
都
の
佛
教
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記
の
通
り
開

催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗
（
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
一
日
（
木
）

　

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
二
日
（
金
）

　

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
前
九
時

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
　
　
　

午
後
一
時

　

合
同
総
会
・
閉
会
式　
　

午
後
三
時
三
十
分

【
基
調
講
演
】

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る

―

現
代
社
会
を
み
す
え
て―

 

元
大
正
大
学
教
授　

大
南
龍
昇

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る

―

現
代
社
会
を
み
す
え
て―

　

発
表
者

 

浄
土
宗
布
教
師
会　

松
岡
玄
龍

 

浄
土
宗
法
式
教
師
会　

清
水
秀
浩

 

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

今
岡
達
雄

　

司
会
者

 

佛
教
大
学
教
授　

田
中
典
彦

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
一
日
）

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
① 

―

三
部
経
の
英
訳
に
つ
い
て―

　
　
　

佐
藤
堅
正

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
②

―

『
無
量
寿
経
』
理
解
に
つ
い
て―

　

袖
山
榮
輝

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
③ 

―

『
観
経
』
理
解
に
つ
い
て―
　
　
　

齊
藤
舜
健

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
④

―

『
阿
弥
陀
経
』
理
解
に
つ
い
て―

　

石
田
一
裕

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
⑤

―

浄
土
宗
に
お
け
る
三
部
経
理
解―

　

柴
田
泰
山

浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
⑥

―

真
宗
と
の
相
違
に
つ
い
て―

　
　
　

林
田
康
順

▽
第
一
部
会
（
十
二
日
）

法
然
遺
文
に
お
け
る
至
誠
心
の
諸
相　

市
川
定
敬

法
然
上
人
御
法
語
説
示
時
の
背
景　
　

長
尾
隆
寛

『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
諸
宗
兼
学
に
つ
い
て

 

安
孫
子
稔
章

法
然
上
人
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
観

 

齋
藤
蒙
光

「
善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎
事
（
口
伝
有
之
）」
の

「
口
伝
」　　
　
　
　
　

 

石
田　

肇

語
り
か
け
る
法
然
上
人―

御
消
息
を
中
心
に―

 

工
藤
和
興

『
拾
遺
漢
語
灯
録
』
と
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』

の
関
連
性
再
考―

善
裕
昭
師
へ
の
応
答
と
し
て―

 

曽
田
俊
弘

法
然
上
人
の
世
界
観
に
つ
い
て　
　
　

曽
根
宣
雄

滅
罪
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
谷
正
義

▽
第
二
部
会
（
十
一
日
）

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
お
け
る
十
二
光
仏
に
つ
い

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
史
孝

隋
唐
代
の
浄
土
論
に
つ
い
て　
　
　
　

工
藤
量
導

杏
雨
書
屋
所
蔵
『
釋
浄
土
群
疑
論
第
七
』
に
つ
い
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て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
屋
正
順

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
浄
穢
の
顕
現

 

村
上
真
瑞

法
然
上
人
絵
伝
研
究　
　
　
　
　
　
　

平
間
理
俊

法
然
『
常
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』
に
つ
い
て

 

伊
藤
真
宏

法
然
上
人
の
流
罪
に
つ
い
て　
　
　
　

中
井
眞
孝

▽
第
二
部
会
（
十
二
日
）

初
期
経
典
に
お
け
るupadhi 
　

唐
井
隆
徳

K
arun

4

āpun

4ar

īka

とM
ahajji

ātakam

āl

ā 

に

お
け
る
阿
弥
陀
仏
本
願 
清
水
俊
史

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説
⑤

（
凝
念
・
静
慮
・
三
昧
） 

近
藤
辰
巳

〈
無
量
寿
経
〉
に
お
け
る
一
念
十
念―

無
著
・
世

親
説
に
よ
る
考
察―

　
　
　
　
　
　

中
御
門
敬
教

『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て 

郡
嶋
昭
示

『
阿
弥
陀
仏
経
論
並
章
疏
目
録
』
と
『
長
西
録
』

 

吉
田
淳
雄

宗
祖
よ
り
鎮
西
派
相
伝
の
原
点

―

二
祖
聖
光
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に―

　
　
　

 
 

成
田
勝
美

生
誕
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝

〜
郷
土
史
「
石
見
物
語
」
に
見
る
上
人
の
足
跡
〜

 

田
原
聖
朗

『
浄
土
真
宗
付
法
伝
』
の
基
礎
構
造 

服
部
淳
一

▽
第
三
部
会
（
十
一
日
）

『
広
疑
瑞
決
集
』
の
書
誌
学
的
研
究 

前
島
信
也

法
然
滅
後
の
門
弟
の
活
動―

知
恩
講
を
中
心
に―

 

伊
藤
茂
樹

良
忠
の
韋
提
希
観
に
つ
い
て 

大
橋
雄
人

聖
冏
『
教
相
十
八
通
』
第
二
重
に
つ
い
て

 

勝
崎
裕
之

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
地
獄
堕
落
要
件

 

和
田
典
善

南
都
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
と
諸
行
に
つ
い
て

 

坂
上
雅
翁

福
田
行
誡
上
人
の
木
活
字
『
大
般
若
経
』
の
出
版

に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
永
知
海

▽
第
三
部
会
（
十
二
日
）

拙
寺
発
行
の
通
行
手
形
に
つ
い
て　
　

魚
尾
孝
久

享
保
年
代
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

 

遠
藤
聡
明

念
仏
獨
湛
に
つ
い
て―
そ
の
Ⅴ―

 

田
中
芳
道

洛
西
の
律
院
「
成
等
庵
」
の
沿
革
に
つ
い
て

 

南　

尊
融

両
国
廻
向
院
阿
弥
陀
如
来
台
座
の
銘
文
に
つ
い
て

 
東
海
林
良
昌

明
治
後
期
浄
土
宗
の
戦
死
者
慰
霊 
小
林
惇
道

『
浄
土
宗
全
書
』
の
諸
版
に
つ
い
て 

石
川
琢
道

な
ぜ
大
学
で
仏
教
が
学
べ
る
の
か
？

―

明
治
期
の
教
育
政
策
を
手
が
か
り
に―

 

江
島
尚
俊

▽
第
四
部
会
（
十
一
日
）

八
橋
玉
純
師
所
持
資
料
に
つ
い
て
２ 

八
橋
秀
法

多
紀
道
仁
筆　

知
恩
院
「
礼
讃
」
譜
の
一
考
察

 

伊
藤
正
芳

称
讃
偈
初
重
に
つ
い
て 

坂
上
典
翁

般
舟
讃
に
つ
い
て 

西
城
宗
隆

吉
水
瀉
瓶
訣
に
つ
い
て
（
２
） 

大
澤
亮
我

▽
第
四
部
会
（
十
二
日
）

お
て
つ
ぎ
こ
ど
も
奉
仕
団
と
保
養
プ
ロ
グ
ラ
ム

―

教
化
活
動
の
可
能
性―

 

魚
尾
和
瑛

宗
祖
の
真
意―

た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し―

 

石
田
孝
信

誕
生
偈
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
の
「
我
」
に
つ

い
て 

井
野
周
隆

盤
察
『
勧
化
南
針
鈔
』
に
み
る
念
仏
者
の
心
得

 

宮
入
良
光

念
海
『
日
課
念
仏
士
女
訓
』
に
つ
い
て

 

後
藤
真
法

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
た
過
疎
地
域
の
寺
院
の
現
況

―

兼
務
寺
院
を
中
心
に
①―

 

名
和
清
隆

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
た
過
疎
地
域
の
寺
院
の
現
況
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―
兼
務
寺
院
を
中
心
に
②―

 

石
上
壽
應

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
た
過
疎
地
域
の
寺
院
の
現
況

―

兼
務
寺
院
を
中
心
に
③―

 

武
田
道
生

▽
第
五
部
会
（
十
一
日
）

僧
侶
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ 

長
尾
省
行

山
形
教
区
に
お
け
る
浄
土
宗
少
年
信
行
道
場
開
催

へ
の
取
り
込
み
と
そ
の
変
遷 

佐
藤
一
彦

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
サ
イ
ト ‘hasunoha’ 

か

ら
み
た
現
代
の
苦
し
み
の
諸
相 
井
上
広
法

尼
入
道
と
一
枚
起
請
文
の
論
旨
に
つ
い
て
の
一
考

察 

花
木
信
徹

浄
土
宗
宗
綱
第
一
章
総
則
に
つ
い
て 

加
藤
良
光

こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
に
つ
い
て

 

西
川
章
生

教
化
と
ユ
ー
モ
ア 

香
林
亮
善

▽
第
五
部
会
（
十
二
日
）

絵
師
高
田
敬
輔
と
そ
の
作
品
（
そ
の
二
）

―

「
選
択
集
十
六
章
之
図
」
を
中
心
と
し
て―

 

林
竹
人

本
尊
を
中
心
と
し
た
浄
土
空
間
の
再
考

 

神
居
文
彰

散
華
と
そ
の
模
様
に
つ
い
て 

宮
澤
正
順

祭
文
の
研
究―

近
松
が
描
い
た
生
と
死―

 

加
藤
善
也

鎌
倉
時
代
に
日
本
国
を
意
識
し
た
念
仏
に
つ
い
て

 

横
井
照
典

現
在
の
浄
土
宗
の
あ
り
方
を
考
え
る 

梅
田
慈
弘

万
葉
集
と
仏
教
に
つ
い
て 

吉
田
祐
倫

【
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
】

浄
土
宗
全
書
続
の
検
索
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
26
版
）

総
研
「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
」

 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
縁
の
手
帖
』
に
つ
い
て

 

総
研
「
旧　

生
と
死
の
問
題
研
究
班
」

 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

聴
衆
の
目
か
ら
見
た
法
話
の
現
状
と
課
題

―
「
各
宗
派　

法
話
会
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

調
査
よ
り―

 
総
研
「
布
教
研
究
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

過
疎
地
域
の
寺
院
に
関
す
る
研
究

総
研
「
開
宗
八
五
〇
年
に
向
け
て
②
過
疎
対
策
研

 
究
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

寺
院
・
仏
教
会
と
自
治
体
の
災
害
時
協
力
協
定
に

つ
い
て

総
研
「
寺
院
の
公
益
性
研
究
②
災
害
対
応
研
究
」

 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

梵
文 M

ahajji

ātakam

āl

ā 

に
お
け
る
阿
弥
陀
仏

本
願 

清
水
俊
史

体
験
ゲ
ー
ム　

お
釈
迦
様
の
生
涯 

山
中
良
隆

浄
土
宗
基
本
典
籍
の
英
訳
研
究
に
つ
い
て

　
　
　

総
研
「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
英
訳
研
究
」

 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

浄
土
宗
日
常
勤
行
式
の
多
言
語
化
に
つ
い
て

総
研「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
翻
訳（
日
常
勤
行
式
）」

 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

＊
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
拠
る
。
収
録
論
文
と
題
目

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

（
各
部
会
発
表
順
・
敬
称
略
）

 

（
市
川
・
加
藤
記
）
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編
集
後
記

・『
佛
教
論
叢
』
第
五
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
本
号
は
佛
教
大
学
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
平
成
二
十
六
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
十
一
日
・

十
二
日
）
に
お
け
る
、
基
調
講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
記
録
、
お
よ
び
一
般
研
究
発
表
の
成
果
を
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。

・
基
調
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
き
ま
し
て
は
、「
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
僧
侶
像
を
考
え
る―

現
代
社
会

を
み
す
え
て―

」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
、
諸
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

・
一
般
研
究
発
表
は
、
そ
の
成
果
を
『
佛
教
論
叢
』
編
集
委
員
会
の
厳
正
な
査
読
を
経
て
、
許
可
さ
れ
た
も

の
の
み
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
な
お
今
号
か
ら
研
究
論
文
と
研
究
ノ
ー
ト
に
加
え
て
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ

ョ
ン
の
要
旨
掲
載
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

・
本
大
会
な
ら
び
に
本
誌
に
関
し
ま
し
て
、
ご
意
見
や
ご
感
想
を
頂
戴
し
、
更
に
充
実
し
た
も
の
を
制
作
し

て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
藤
堂
記
）
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「広めよう　はなまつり」体験ゲーム
―『釈尊の生涯』―

山　仲　良　隆
　平成 11 年（1999 年）から、誕生仏を中心とした『はなまつり』を、釈尊の
ご生涯全体をより強く印象づける試みとして、疑似体験を加えてゲーム化した

『はなまつり』を実施して 16 年が経過した。
　概要は、①ゲームの流れ、②会場の配置・子どもの行動、③ゲームの準備・
進行、⑤参加者の感想、⑥今後の課題、を PS で発表した。
※資料進呈・FAX 077―587―1383 でご連絡下さい。〒 520-2314　野洲市小堤
313　法善寺
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梵文 Mahajjātakamālā における阿弥陀仏本願

清　水　俊　史
　今回のポスター発表では、ネパール中世アヴァダーナマーラー集成
の 一 つ で あ る Mahajjātakamālā に 説 か れ る 阿 弥 陀 仏 本 願（Hahn, M. ed., 
Chap. 10, 643–681）の全訳を、種本となっている Karun

4

āpund
4 4

arīka の本願
（Yamada, I. ed., pp. 105–112）と対照させて発表した。また、これにあわせて
Mahajjātakamālā の成立年代や出版されている校訂本などの書誌情報と、なら
びに本書を研究することによって得られた浄土教研究の問題点を掲示した。
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⑥ Śāriputra, if a good person, either a man or woman who, on hearing 
of Amida Buddha, holds steadfast to the Name single-mindedly and 
unwaveringly for one day, …, or seven days, …（I p. 8）
の様に、「阿弥陀仏の名前をしっかりと持つ」という意味の英語にしている。
浄土真宗でいう「他力金剛の信心」を表すのであろう。名を称えるという意味
は表には現れない。

３　おわりに

　以上、三つの例だけだが、浄土三部経のこの度の JSRI 英訳①と既存の英訳
②～⑥とを比較した。この度の英訳①が、浄土宗の解釈を前面に出して翻訳し
ていること、また、浄土真宗の解釈に基づく英訳との違いをはっきりさせてい
ることが分かる。
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もしくは一日、…もしくは七日…、一心不乱であれば」（p. 250）と理解する。
JSRI 訳①はその理解通りに、
① Śāriputra, should good men and good women hear of the teaching of 
Amida Buddha and assiduously recite the Buddha's name for one day, …, or 
seven days, single-heartedly without distraction, …（p.199）
と訳す。assiduously は、真剣に取り組むことを表す副詞である。
　『選択集』は、第十三章の冒頭に『阿弥陀経』のこの部分を引く。英訳②で
は、
② Oh Śāriputra, if a good man or woman hears about A-mi-t'o Fo and, with 
a single and undistracted mind, takes firm hold of his name for one day, …, 
or seven days, …（p. 137）
の様に、「彼（阿弥陀仏）の名前をしっかりとつかむ」という意味の英文にな
っている。
　Urakami は、
③ Śāriputra, if a good man or woman listens to the teachings about Amida 
Buddha and holds firmly to his name [or recites his name] wholeheartedly 
and without disturbance for one day, …, or seven days, …（p. 188）

「彼（阿弥陀仏）の名前をしっかりとつかむ」と訳し、その直後に括弧に入れ
て「或いは、彼の名前を称える」としている。
　Gómez は、
④ Shariputra, if good men or good women hear this explanation of the 
qualities of the Buddha Amida, and embrace his name, and keep it in mind 
single-mindedly and without distraction, be it one day, …, or for seven days, 
…（p. 148）
とする。embrace は、「両腕をぐるりと一周誰かの背中まで持っていく」とい
う意味で使われる言葉である。「阿弥陀仏の名前を embrace して、それを心に
留める」という英文になっている。
　Inagaki ⑤と Hongwanji ⑥は、それぞれ、
⑤ Śāriputra, if a good man or woman who hears of Amitāyus holds fast 
to his Name even for one day, … or seven days with a concentrated and 
undistracted mind, …（p.356）
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by his transference of merit through the Name. He justifies this by reading 
the phrase 至心回向（lit. ‘sincerely transfers one's merit’ to the Pure Land） 
as ‘Amitābha sincerely transfers his merit’（to us）. His reading may be 
rendered as：“Through his compassionate working, all sentient beings, 
having heard his Name, rejoice in faith and think on him at least once；
aspiring to be born in his land, they will instantaneously attain birth and 
dwell in the Stage of Non-retrogression.”（p. 362）
⑥ When sentient beings, upon hearing the Buddha's name, realize an 
entrusting heart in joy with even a single thought of the Buddha, direct their 
merits with sincere mind, and aspire to be born in that land, they then all 
attain birth in that land and dwell in the stage of nonretrogression. Excluded 
are those who commit the five grave offenses and those who slander the 
right Dharma.1）

⑥ fn.1）Compare to Shinran's reading：“All sentient beings, as they hear 
the Name, realize even one thought-moment of shinjin [entrusting heart] 
and joy, which is directed to them from Amida's sincere mind, and aspiring 
to be born in that land, they then attain birth and dwell in the stage of 
nonretrogression. Excluded are those who commit the five grave offenses 
and those who slander the right dharma. （CWS I：80）（p.p. 51-52）
CWS：The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series 
Translation Committee, trans., Gadjin M. Nagao, ed., 2 vols., Kyoto：Jodo 
Shinshu Hongwanji-ha, 1997.
という様に、本文では「衆生が功徳を廻向する」と訳しておき、註や脚註で

「阿弥陀仏が功徳を廻向する」という説明を加えている。これは、原漢文を
「至心に回向せしめたまえり」と読む浄土真宗の解釈に従ったものである。

2-3　『阿弥陀経』中の「執持名号」
　原漢文は「舎利弗若有善男子善女人聞説阿彌陀佛執持名號若一日…若七日
一心不亂」（聖典一・二〇二、浄全一・五四）である。『現代語訳』は、これ
を、「舎利弗よ、男であれ女であれ善良な人々が、もしも阿弥陀仏について説
かれるのを聞いて〔往生を願い、『南無阿弥陀仏』と〕念仏を称え続けること、



─ 29 ─

① All those sentient beings who hear this Buddha's name, rejoice in 
faith, and recite this Buddha's name even once, dedicating their minds to 
transforming merit and aspiring to birth in that land, they will then achieve 
birth there and dwell in the stage of non-retrogression―except for those 
who commit the five grave offenses or malign the true dharma. （p. 103）

「（衆生が）彼らの心を捧げて功徳を廻向する」と訳した。
　『選択集』英訳②も、Urakami ③、Gómez ④も同様に訳している。
② If sentient beings hear his name and, rejoicing with believing hearts, think 
of him even once while single-mindedly and wholeheartedly transferring 
their merits in the desire for birth in his land, then they will attain birth and 
abide in the state of nonretrogression. （p. 79）（第三章の後半）
③ When various beings hear the name [of the Buddha of Infinite Life] and 
if they have faith and rejoice in him, and with sincere mind have even one 
thought [of the Buddha or one recitation of his name] and transfer that merit 
toward vowing to be born into his land, they immediately will attain rebirth 
there and dwell among those destined for Nirvān

4

a. Only those who commit 
five terrible crimes and slander the Right Dharma are excluded. （p. 57）
④ Any living beings who hear his name and vow to be reborn in his realm, 
with a trusting mind, rejoicing even if only for a single moment of thought, 
single-mindedly dedicating their thoughts with the resolution to be reborn 
there, immediately gain rebirth there and dwell in the condition of not falling 
back―except only those who have committed the five abominable sins or 
have reviled the True Dharma. （p. 187）
　これに対して、Inagaki ⑤と Hongwanji ⑥は、
⑤（fn.23All sentient beings who, having heard his Name, rejoice in faith, 
remember him even once and sincerely transfer the merit of virtuous 
practices to that land, aspiring to be born there, will attain birth and dwell 
in the State of Non-retrogression.fn.23）But excluded are those who have 
committed the five gravest offences and abused the right Dharma. （p. 268）
⑤ fn.23）Shinran reads in this passage the all-powerful working of 
Amitābha；one's awakening of faith and mindfulness of him are enabled 



─ 28 ─

In Japanese Jodo Shinshu, taking the vow （once or ten times） is taken to 
mean repeating the Name. （p.248）
と書いて、「日本の浄土真宗では、名前を（呼ぶことを）繰り返す、という意
味に取る」という説明を加えている。
　Inagaki ⑤と Hongwanji ⑥は、それぞれ、
⑤ If, when I attain Buddhahood, sentient beings in the lands of the ten 
directions who sincerely and joyfully entrust themselves to me, desire to be 
born in my land, and call my Name even ten times, should not be born there, 
my I not attain perfect Enlightenment. Excluded, however, are those who 
commit the five gravest offences and abuse the right Dharma. （p. 243）
⑥ If, when I attain Buddhahood, the sentient beings of the ten quarters who, 
with sincere and entrusting heart, aspire to be born in my land and say my 
name even ten times, should not be born there, may I not attain the perfect 
enlightenment. Excluded are those who commit the five grave offenses and 
those who slander the right Dharma. （II p. 22）
と、いずれも、「声に出して阿弥陀仏の名を称える」という意味に訳している。
　
2-2　『無量寿経』第十八願成就文中の「至心迴向」
　原漢文は、「諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生
住不退轉唯除五逆誹謗正法」（聖典一・七〇、浄全一・一九）である。『聖典』
に「あらゆる衆生、その名号を聞きて、信心歓喜して、乃至一念、至心に廻向
して、かの国に生ぜんと願ずれば、すなわち往生を得て、不退転に住す。ただ
五逆と正法を誹謗するとを除く。」（聖典一・二四九）と書き下す様に、『現代
語訳』は、「〔そして、それらの世界の〕あらゆる人々が〔諸仏によって讃え
られる無量寿仏の〕名を耳にして、〔自らもその仏に〕想いを募らせ、〔その仏
に〕夢中になって、たとえ一遍であっても念仏を称えて、心の底から全身全霊
を込めて、かの〔極楽〕世界に往生したいと願うならば〔命終の後には、ただ
ちに〕直接〔極楽世界への〕往生が叶い、覚りの境地に至るまで退転すること
はない。ただし〔よく心得よ〕。五逆罪を犯した者と仏の教えを謗る者はその
限りではない」（p. 100）と読む。すなわち、我々衆生が往生を願って功徳を
廻向する。JSRI 訳はその通りに、
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may I not attain perfect enlightenment, with the exception of those who 
have committed the five grave offenses or maligned the true dharma.

（p.p. 73-74）
と recite の語を用いて翻訳し、阿弥陀仏の名を声を出して称えることを明確
に示した。
　『選択集』は第三章の冒頭に第十八願を引く。英訳②では、
When I attain buddhahood, if all sentient beings in the ten directions who 
aspire in all sincerity and faith to be born in my land and think of me [i.e., 
recite my name] even ten times are not born there, then may I not attain 
supreme enlightenment. （p. 72）
と think of の語を用いて、「私（阿弥陀仏）のことを思う」と訳した後に、括
弧に入れて「すなわち、私（阿弥陀仏）の名を称える」と説明する形式を採用
している。
　Urakami は、
③ Eighteenth Vow
I will not accept perfect enlightenment, unless when I attain Buddhahood, 
people of the ten directions who sincerely believe, rejoice, and wish to be 
born into my land and who meditate on me [or recite my name] up to ten 
times, are ale to be born in my land. Only those who commit the five terrible 
crimes and slander the Right Dharma are excluded. （p. 27）
の様に、「私（阿弥陀仏）について瞑想する」とした後に、括弧に入れて「或
は、私の名を称える」と訳している。
　Gómez は、
④ May I not gain possession of perfect awakening if, once I have attained 
buddhahood, any among the throng of living beings in the ten regions of 
the universe should single-mindedly desire to be reborn in my land with 
joy, with confidence, and gladness, and if they should bring to mind this 
aspiration for even ten moments of thought and yet not gain rebirth there. 
This excludes only those who have committed the five heinous sins and 
those who have reviled the True Dharma. （p. 167）
と、本文では「十回思い浮かべる」という意味で訳し、註に
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ed. rev.）.
⑥ Hongwanji：“The Three Pure Land Sutras”, The Shin Buddhism 

Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-Ha, vol. I（2003）, vol. II 
（2009）. Inagaki Hisao, General Editor.

②は大正大学綜合佛教研究所による『選択集』の英訳である。③は本宗教師個
人による英訳である。④の訳者は米国ミシガン大学の学者だが、④の出版に際
しては、真宗大谷派（東本願寺）の助成を受けている。⑤は浄土真宗本願寺派
の稲垣久雄によるものである。⑥はその稲垣が中心となって、本願寺派として
出版した英訳である。
　本論文では、浄土三部経のうち、『無量寿経』と『阿弥陀経』の三箇所の訳
を例にとって、このたびの JSRI 訳①と、既存の翻訳②～⑥との違いを指摘し、
JSRI 訳①の出版の意義を明らかにするものである。なお、浄土宗の解釈とし
て、浄土宗総合研究所編『現代語訳　浄土三部経』（浄土宗出版、2011）を引
用する。

２　比較

2-1　『無量寿経』第十八願中の「乃至十念」
　初めに、『無量寿経』の第十八願に出る、「乃至十念」の訳を比較する。原漢
文は、「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唯除五
逆誹謗正法」（聖典一・二八、浄全一・七）である。『現代語訳』に、「私が仏
となる以上、〔誰であれ〕あらゆる世界に住むすべての人々がまことの心をも
って、深く私の誓いを信じ、私の国土に往生しようと願って、少なくとも十遍、
私の名を称えたにもかかわらず、〔万が一にも〕往生しないというようなこと
があるならば、〔その間、〕私は仏となるわけにはいかない。ただし五逆罪を犯
す者と、仏法を謗る者は除くこととする。」（p. 50）とあるように JSRI 訳①で
は、

［18. Vow of Birth through Reciting the Buddha's Name］
　After I have attained buddhahood, should any of the sentient beings in the 
ten directions, who aspire in all sincerity and faith wishing to be born in my 
land, recite the Buddha's name even ten times and not be born there, then 
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浄土宗の浄土三部経①
―三部経の英訳について―

佐　藤　堅　正

１　はじめに

　浄土宗 21 世紀劈頭宣言にある「世界に共生を」の精神に則り、浄土宗総合
研究所では国際交流研究班（当時）が平成 15 年度に浄土三部経の英訳を開始
した。研究班の名称は、平成 16 年度に国際対応研究班、平成 24 年度に英訳研
究班と変わったが、英訳作業は受け継がれ、平成 25 年度に英訳を完成し、年
度末の平成 26 年３月に浄土宗出版から出版した。

① JSRI：“The Three Pure Land Sūtras”, Translated from the Jodo Shu 
Sacred Text, The Jodo Shu Research Institute, Jodo Shu Press, Tokyo, 
2014.

浄土三部経が英訳されたのは初めてではない。当研究班で把握している限りで
は四つの英訳がある。また、浄土三部経からの引用文が、英訳された『選択
集』の中に含まれている。それも含めて既存の英訳を以下に挙げる。
② Senchakushū：“Hōnen's Senchakushū”, University Of Hawai'i Press, 

Honolulu and Sōgō Bukkyō Kenkyūjo, Taishō University, Tokyo, 1998.
③ Urakami：“Amida Buddha and his Pure Land：Three Sūtras and one 

Treatise”, Kenjo S. Urakami, 1997.
④ Gómez：“The Land of Bliss, Sanskrit and Chinese versions of the 

Sukhāvatīvyūha Sutras”, Luis O. Gómez, University Of Hawai'i Press, 
Honolulu and Higashi Honganji Shinshū Ōtani-ha, 1996.

⑤ Inagaki：“The Three Pure Land Sutras：A Study and Translation from 
Chinese” Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Nagata 
Bunshodo, 1994 （1st ed. w/ a subsidy from Ryokoku Univ.）, 1995 （2nd 
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［1970］  『原始淨土思想の研究』, 岩波書店 .
［1994］  『浄土仏教の思想 第一巻 無量寿経・阿弥陀経』, 講談社 .
［2007］  『浄土三部経の研究』, 岩波書店 .

１）後代に成立した密教文献において阿弥陀仏が散見される。しかしながら我が国において
は浄土教と密教は別ものと峻別されているため、密教に基づく阿弥陀仏の研究はそれほ
ど盛んではない。

２）なお無上正等菩提からの不退転は、L. Sukh. の第 46 願（得不退転、漢訳『無量寿経』47
願）においても説かれるが、MJM. 10, 650 偈との関係性はさらに見出し難い。

　　　L. Sukh. （Fujita: p. 25.6-10, Ashikaga: p. 21.3-7）:（【第 46 願】もし私が菩提を得たと
きに、その仏国土と、その他の仏国土とにおける菩薩たちが私の名前を聞いて、名前を
聞くと同時に無上正等菩提より退転することがない者にならないようであるならば、そ
のあいだ私は無上正等菩提を決して悟りません。）

３）L. Sukh. （Fujita: p. 41.17-23, Ashikaga: p. 36.7-14）:（すなわち、仏の音、法の音、僧の
音、波羅密の音、地の音、力の音、無所畏の音、不共仏法の音、神通の音、無礙解の音、
空・無相・無願・無作・無生・無起・無有・無滅の音、寂静・寂穏・寂止の音、大慈・
大悲・大喜・大捨の音、無生法忍・灌頂地の獲得の音を聞く。）

４）藤田宏達［1994: p. 107 註 36］; 大田利生［2000: p. 125.12-16］
５）ただし、〈後期無量寿経〉に属する他漢訳や梵本・チベット訳では、「諸地之行」に明確

に対応する部分は見られない。梵本 L. Sukh. には次のようにある。
　　　L. Sukh. （Fujita: pp. 18.15-19.3, Ashikaga: p. 14.13-23）:（【第 21 願】世尊よ、もし私

が菩提を得たときに、その仏国土において生まれるであろう有情たち全てが、――大い
なる甲冑を身に纏い、一切世間〔の者たち〕の利得を企図し、一切世間〔の者たち〕の
利得に勤め、一切世間〔の者たち〕を般涅槃せしめるために勤め、一切の世界において
菩薩行を実践しようと欲し、一切の仏たちを恭敬しようと欲し、ガンジス河の砂の数ほ
どの有情たちを無上正等菩提に安立させようとし、さらにその上の行に進み、普賢行に
決定した、これら菩薩・摩訶薩たちの特別な誓願〔による場合〕を除いて――無上正等
菩提に対して一生のあいだだけ繋がれた者（一生所繋）とならないようであるならば、
そのあいだ私は無上正等菩提を決して悟りません。）

６）ただしもっとも古い『大阿弥陀経』には「誓願を除く」という条件は説かれていない。
７）香川孝雄［1984: p. 33.4-7］: 「このように八百年を越える長い期間に亘り『無量壽經』は

インドから西域を經て中國にもたらされた。その都度、形を變え、内容を異にしていた
がために飜譯僧たちは絶えず新らしく飜譯しなおさねばならなかった。このことは『無
量壽經』思想が絶えざる發展を續けていた一つの證據とも云うことができるであろう」
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A. （ed.）, Sukhāvatīvyūha, Kyoto: Hozokan, 1965. 
  ［Tibet］ 小野田俊蔵 , 『蔵訳無量寿経異本校合表（稿本）』, 佛

教大学総合研究所 , 1999. and 香川孝雄 , 『無量壽經の諸本對照
研究』, 永田文昌堂 , 1984.

『如来会』  大唐三藏法師菩提流志奉『大寶積經』（無量壽如來會）T11 
（No. 310）.

『無量寿経』  曹魏天竺三藏康僧鎧譯『佛說無量壽經』 T12 （No. 360）.
『平等覚経』  後漢月支國三藏支婁迦讖譯『佛說無量清淨平等覺經』 T12 （No. 

361）.
『大阿弥陀経』  吳月支國居士支謙譯『佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道

經』 T12 （No. 362）.
『荘厳経』  西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉『佛說大乘無

量壽莊嚴經』 T12 （No. 363）.
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説明を加えており、KarPun
4

. の内容をより深く理解するためだけではなく、阿
弥陀仏や浄土思想の変遷を明らかにする上で重要な一視点を与えている。

3. まとめ

　以上、MJM. にとかれる本願の増広部を中心に検討を加えた。次の点が指摘
される。

（1）MJM. では、KarPun
4

. から詩的再編集される際に、元の内容を一部省略し
たり、新たに増広したりするなど編集作業が認められる。

（2）MJM. 10, 650 偈では、KarPun
4

. では見られなかった十地思想に関する記
述が増広されている。これは、浄土経典が発展するうちに〈華厳経〉を受
容していったとする先学の見解を支持する。

（3）MJM. 10, 652-653 偈では、KarPun
4

. と L. Sukh. では単純な記述であった
「誓願によって意図的に寿命を短くする」という記述が詳細に説明され、
顛倒に基づく自殺行為が否定されている。

　このように MJM. は、阿弥陀仏本願の内容理解や、その展開の最終段階を
探るうえで有益な資料であると考えられる。かつて、インド浄土学の泰斗・
香川孝雄は、五存の漢訳経を比較することによって、八百年の長きにわたっ
て浄土経典が絶えず発展し続けてきたことを指摘しているが７）、ここに新たに
MJM. を加えることで、その発展の仔細がより一層明らかになると期待される。
　
Abbreviations
MJM.  Hahn, M. （ed.）, Der grosse Legendenkranz （Mahajjātakamālā）

: eine mittelalterliche buddhistische Legendensammlung aus 
Nepal, Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1985.

KarPun
4

.  Yamada, I. （ed.）, Karun
4

āpun
4

darīka, 2 vols., London: School of 
Oriental and African Studies, University of London, 1968.

L. Sukh.  ［Sanskrit］ Fujita, K. （ed.）, The Lager and Smaller 
Sukhāvatīvyūha Sūtras, Kyoto: Hozokan, 2011. and Ashikaga, 
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　KarPun
4

. （p. 107.10-11）:
【第 14 願】そこでは、誓願の力によって〔寿命を終わらせるのを〕除いて、
有情の寿命が限りありませんように。

　これと同趣旨を説く本願は、〈初期無量寿経〉から〈後期無量寿経〉まで通
じて説かれる。たとえば梵文 L. Sukh. の第 14 願（眷属長寿）には次のように
ある。

　L. Sukh. （Fujita: p. 17.6-9, Ashikaga: p. 13.5-9）:
【第 14 願】世尊よ、もし私がかの仏国土において無上正等菩提を悟ったと
きに、誓願の力によって〔寿命を終わらせるのを〕を除いて、有情たちの
寿命の量が限られるようであれば、そのあいだ私は無上正等菩提を決して
悟りません。

　このように KarPun
4

. と L. Sukh. では、誓願によって意図的に寿命を短くす
る場合を除いて６）、寿命は限りないとされている。それならば「誓願にもとづ
けば自殺が容認されるのか」という問題が生じるが、これに回答するかのよう
に MJM. 10, 652-653 偈では次のように増広されている。

　MJM. 10, 652-653:
そこでは、我が有情たち全てには、自在に維持することが可能な、自らの
望み通りの寿命があります。誓願の力によってのみ、自らの意志に基づい
て死が必定してありますように。（10, 652）
如何なる人であろうとも、如何なる場合であろうとも、適切でないときに
誰一人として死がありませんように。従って、顛倒から自分の意志によっ
て死は何人にとってもありません。（10, 653）

　しがたって、ここで赦されている「誓願による寿命の増減」とは顛倒を超え
た高次の問題であって、俗凡が起こしうるであろう顛倒に基づく自殺が否定さ
れている。このように MJM. は、KarPun

4

. を詩的改変する際に、各所に註釈的
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　このように MJM. 10, 650 偈に説かれる「十地」は、ベースとなっている
KarPun

4

. における阿弥陀仏本願からではなく、編集者が独自に付け加えたもの
と考えられる。しかしながらこの増広は、先行する浄土経典と全く無関係に
なされたのかといえば、そうではない。藤田宏達［1970: pp. 624.7-625.3］は、

「灌頂地」の語を手がかりに、〈初期無量寿経〉では見られなかった〈華厳経〉
の普賢思想ないし十地思想の影響が〈後期無量寿経〉において見られるように
なることを指摘している。この語が表れるのは、極楽浄土に聞こえ響く音を列
挙する箇所である３）。〈無量寿経〉諸資料における「灌頂地」の有無を示せば
次のようにある。

資料（願数順） 「灌頂地」の有無
『大阿弥陀経』（二十四願） ×
『平等覚経』（二十四願） ×
『荘厳経』（三十六願） ○　T12. 322c18-19
梵本 L. Sukh.（四十七願） ○　Fujita: p. 41.23, Ashikaga: p. 36.13

『無量寿経』（四十八願） ○　T12. 261b21
『如来会』（四十八願） ○　T12. 97a15
チベット訳（四十九願） ○　Onoda: p. 130.7, Kagawa: p. 212.11

　また『無量寿経』第 22 願のうちにも「諸地之行」なる語があり、伝統的に
十地思想と関係づけられて解釈されるが４）、これも〈初期無量寿経〉では見ら
れず、〈後期無量寿経〉になって現れる要素である５）。
　このように、MJM. 10, 650 偈にみられる十地の語は、MJM. にだけ見られる
特異点なのではなく、浄土経典に〈華厳経〉が受容されてゆく流れの中にある
現象として理解することが出来る。

3．MJM. 10, 652-653 偈に説かれる死の解釈

　続いて MJM. 10, 652-653 偈における増広箇所を考察する。まず先にベース
となっている KarPun

4

. の第十四願（衆寿無量）と、それに対応する〈無量寿
経〉とを考察する。次のようにある。
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2．MJM. 10, 650 偈について

　続いて、MJM. の編纂者が新たに増広した部分を検討していく。まず MJM. 
10, 650 偈を検討する。

　MJM. 10, 650:
すべての利得の自在さを証得し、禅定と陀羅尼によって歓喜し、十地の境
地を得て、真実の法と繁栄を求めます。（10, 650）

　本稿において注目するのは「十地」なる文言である。というのも、KarPun
4

.
における阿弥陀仏本願においては「十地」の思想が現れていないため、これが
どこから現れたのかという点が問題となる。
　なお、本偈の直前にある MJM. 10, 648-649 偈は KarPun

4

. の第 10 願（無
我我所）に相当し、直後にある MJM. 10, 651 偈は KarPun

4

. の第 12 願（悉
皆化生）に相当するため、この MJM. 10, 650 偈は KarPun

4

. の第 11 願（得不
退転）に相当するように思えるが、両者のあいだに密接な関係は見られない。
KarPun

4

. には次のように説かれる。

　KarPun
4

. （p. 107.1-2）:
【第 11 願】また全ての有情が無上正等菩提において不退転でありますよう
に。

　なお宇治谷祐顕［1969: p. 52 表］によれば、KarPun
4

. の第 11 願は、梵文
〈無量寿経〉の第 11 願（住正定聚）に相当するというが、やはり MJM. 10, 
650 偈との関係性も見出し難い２）。

　L. Sukh. （Fujita p. 16.20-23: , Ashikaga: p. 12.16-19）:
【第 11 願】世尊よ、もし私のかの仏国土において生まれるであろう有情た
ち全てが、大般涅槃に至るまで正性位に決定しないようであれば、そのあ
いだ私は無上正等菩提を決して悟りません。
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KarPun
4

. MJM.
第 1 願（無三悪趣） 643-644
第 2 願（不更悪趣） 645
第 3 願（悉皆金色）
第 4 願（人天無異）
第 5 願（悉知宿命） 647
第 6 願（天眼見仏） 647
第 7 願（天耳聞法） 647
第 8 願（具他心智） 647
第 9 願（善具神足） 647
第 10 願（無我我所） 648-649
第 11 願（得不退転）
第 12 願（悉皆化生） 651
第 13 願（無有女人）
第 14 願（衆寿無量） 652-653
第 15 願（無不善名） 654
第 16 願（無臭香満） 655
第 17 願（三十二相） 656
第 18 願（一生補処）
第 19 願（供養諸仏） 658
第 20 願（皆説仏蔵） 658
第 21 願（那羅延力）
第 22 願（不尽知荘厳）
第 23 願（逮無礎弁） 659
第 24 願（菩薩身量）
第 25 願（浄光現土）

KarPun
4

. MJM.
第 26 願（常修梵行）
第 27 願（天界致敬）
第 28 願（諸根具足）
第 29 願（得聖喜楽）
第 30 願（積集善根）
第 31 願（着新衣服） 660
第 32 願（善分別定）
第 33 願（随欲荘厳）
第 34 願（住定見仏） 661-662
第 35 願（如他化天）
第 36 願（無山土海）
第 37 願（無悩障礙） 663
第 38 願（無苦難声） 663
第 39 願（樹下成道） 667
第 40 願（光明無量） 668
第 41 願（寿命無量） 668
第 42 願（菩薩無数） 669
第 43 願（諸仏称揚） 670
第 44 願（聞名往生） 671
第 45 願（臨終現前） 672（676）
第 46 願（随意聞法）
第 47 願（聞名得忍） 673-674
第 48 願（滅後得忍） 675（677）
第 49 願（聞名天女） 678
第 50 願（滅後転女） 680-681

阿弥陀仏本願対応表

　以上の表から確認されることは、MJM. の編纂者が、KarPun
4

. の願数・願名
に制約されることなく、内容を一部省略したり、移動・結合させたり、原本に
はない内容を新たに増広したりするなどの再編作業を施している点である。た
とえば、MJM. 10, 646 偈では、四梵住（慈・悲・喜・捨）を修する願文が追
加されている。



─ 17 ─

Karun
4

āpund
4 4

arīka と Mahajjātakamālā における 
阿弥陀仏本願

―増広部を中心に―

清　水　俊　史

はじめに

　インドにおいて生まれた阿弥陀仏や浄土思想は、その後、アジア各地へと伝
播してゆき、大乗仏教国であるわが国においては現代でも多くの信仰を集めて
いる。そのなかでチベット・中国・日本における浄土思想の歴史的・教理的展
開については、多くの資料が残されており、大いに研究が進んでいる。しかし
一方で、インド圏におけるその実態については、資料が極めて限定的であり、
さらに近年においてはインド圏における「浄土教仏教」の存在そのものが疑問
視されているなど、どのようにインド圏において浄土思想が誕生し展開してい
ったのか、その子細を辿ることが極めて困難であるとされている１）。
　このような研究情勢を受けて本稿は、Mahajjātakamālā（MJM.）を検討す
ることで、阿弥陀仏本願の展開・伝播の諸相を探る上での一視点を与えること
を目的としている。MJM. は、〈悲華経〉（Karun

4

āpund
4 4

arīka, KarPun
4

.）をサン
スクリット詩文に再編集したものであり、11 世紀以降に編纂されたネパール
中世アヴァダーナマーラー集成の一つである。したがって 10 世紀末に漢訳さ
れた『荘厳経』より後の編纂であるため、MJM. は、阿弥陀仏本願が説かれる
聖典のうちおそらく最後期に属するものである。特に本稿では、KarPun

4

. から
MJM. に詩的改変された際に、増広された箇所を検討する。

1．本願の増減

　既に述べたように、MJM. は、KarPun
4

. を詩的再編した聖典である。ここで
MJM. と KarPun

4

. に説かれる阿弥陀仏本願の対応を表に示せば次のようになる
（〈悲華経〉の願数・願名については、ここでは宇治谷祐顕［1969］に従う）。
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べられている。
10）［Y.S.1-19］の引用である。 ［Y.S.1-18］において、「手段を縁として三昧にいたる者」と

「存在を縁として三昧を得る者」が区別され、後者の例として［Y.S.1-19］が述べられて
おり、前者が即ちヨーガ階梯を行ずる者である。

　　Y.S. では大きく 3 種類の三昧成就法が説かれている。それらをまとめるとおおよそ次の
ようになる。

三昧成就法 三昧の名称
ヨーガ・
スートラ

備考

叡智と離欲 無種子（無想）三昧 第一章 サーンクヤ哲学の識別知に基づく
自在神への祈念 無種子（無想）三昧 第一章 バクティ・ヨーガ的方法

八階梯 有種子（有想）三昧 第二章
禁戒・内制・坐法・調息・制感・
凝念・静慮、三昧

（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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〈p.238 l.16〉
　それさえも、無種子にとっては外的階梯。有種子ヨーガの内的階梯であるそ
れさえも、無種子ヨーガにとっては外的階梯である。なぜならば、それがない
時に、あるからである。それら有種子の内的階梯である三つの達成手段がなく
ても、プルシャとサットヴァなどの違いを見極めることによる無種子ヨーガが
あるので、（それらは）外的階梯なのである。
　完全な叡知が生じることによって、正に行為を生み出す心的作用の影響を受
けなくなった人たちには、最高の離欲が観念の働きの終わりであることを看破
することによって、無種子三昧が生じるのである。彼らは、凝念などについて
の見識はないからである。
　　例えば、次のように説かれた。「三昧に入った心を持つ人のヨーガが説か
れた。移ろい動く心を持つ人が、どのようにヨーガと関係できるのかといっ
て、以下のことが説き起こされる。」９）、同様に「身体への執着を離れた者やプ
ラクリティに帰滅したものたちにとっては、その存在が縁となる」10）と説かれ
た。［Viv.3-8］

１）凝念・静慮・三昧に関する解説は、他の註あるいは、複註の間でかなりの差異がみられ
るが、字数の都合上、それらに関する言及は他の機会に譲る。

２）第二章の後半で述べられた、禁戒・内制・坐法・止息・制感の五階梯。
３）［Y.Bh.1-1］ 参照。
４）サーンクヤ学派が説く、ダルマ・時間的位相・様態という三種の転変であり、粘土を

例にとると、「粘土というダルマが、過去でも未来でもない現在において、団子ではな
い壺へと様態が転変しつつ存在する」というような考え方である。そして、それらダル
マ・時間的位相・様態に対して順を追って総制がなされるべきであるということである。

［Viv.3-16］参照。
５）「地元素」に関するものを例にとると、「粗大なもの」とは、私たちの感覚器官で認識で

きるものである。「本性」とは、「水」であれば「流れること」、「火」であれば「熱いこ
と」などである。「微細なもの」とは、感覚器官ではとらえられないが実在するもので、
生理現象や感覚器官などである。「必然関係」とは、サットヴァ・ラジャス・タマスの
三つのグナの組み合わせのことである。「目的を有する性質」とは、三つのグナからな
るすべてのものは、プルシャの解脱のために存在するということである。それらに対し
て順に総制を行うのである。［Viv.3-44］参照。

６）［Y.S.1-19］ 参照。
７）Y.S. 第１章で説かれる成就法に基づくヨーガを指している。
８）［Viv.2-29］ 参照。
９）無種子ヨーガを説き終わり、有種子ヨーガが説き始められる第二章冒頭［Bh.2-1］で述
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べられている。ヨーガはヨーガによって知られるべきである。つまり、先の総
制を得たヨーガによって次のヨーガの対象が知られるである。そして、そのヨ
ーガは総制であり、先の総制を得ることによってのみヨーガより生ずる、つま
り、分かれ出るのである。
　例えば、生まれながらに盲目の人が階段を上ろうとする場合に、一段目で得
た足の感覚によって次の階段を捉えるように、ヨーガはヨーガより生じるので
ある。従って同様に、以上のことを知っている心静かなヨーガ行者は、ヨーガ
によって正しくあり、ヨーガを、つまり、ヨーガの超自然的な果報を長く愉し
むのである。［Viv.3-6］

〈p.237 l.7〉
三つは、前のものとは違い内的階梯。 ［Y.S.3-7］

〈p.237 l.26〉
　三つは、前のものとは違い内的階梯。凝念、静慮、三昧という三つは、禁戒
を始めとする前の五つの達成手段とは違い、有想ヨーガの内的階梯である。こ
こでは、前の達成手段が習得されていない場合でも、内的階梯を得るための努
力が、三つにおいてなされねばならないというのと同じ意味である。

〈p.238 l.9〉
　なぜならば、禁戒などの五つの達成手段が行われなくとも、他に生ずること
を離れたプラクリティの発動によっても、身体への執着を離れた者やプラクリ
ティに帰滅した者６）と同様に、凝念などの三つを完成することによって、ヨー
ガが得られるからである。しかし、凝念などの三つなくしては、ヨーガは決し
てあり得ない。凝念などはその働きにおいて、内的に一致することを本質して
いるからである。ヨーガとは、心が完成していることであるからである。
　しかし、叡知と離欲を習得した場合７）、それ以外の凝念などに依拠する必要
はない。マンキやピンガラらを始めとする者たちが、正に離欲によってすべて
を成就したことが伝えられている。また、次のようにもいわれている。「確固
たる坐法に関する規定云々。」８）と。先に二つの韻文が示された。［Viv.3-7］

〈p.238 l.2〉
それさえも、無種子にとっては外的階梯。 ［Y.S.3-8］
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制がなされるべきである。次である本性を飛び越えて、微細なものなどの段階
に心を留めることはできないのである。なぜならば、低い段階を習得していな
いものが、次の段階を飛び越えて、高次の段階、つまりより高い段階に対して
総制を得ることはないからである。
　また、もしも次の段階を習得せずに、高次の段階に対して総制を行おうとし
ても、そのような総制は決して得られない。従って、順を得ないことは決して
あってはならないのである。また、それを得ずに、つまり、総制ができていな
いのに、どうしてそこに、つまり、高次の段階である総制の対象において、叡
知の光があろうか。（いや、ない。）原因がないからである。つまり、油がしみ
込んだものと、火との接触なくしては、灯はともらないからである。
　高次の段階を習得したものにとって、つまり、より高次であるアートマンな
どの段階を習得したヨーガ行者にとって、他人の心を知るなどの低次の段階に
対して総制を行うことは適当ではない。なぜならば、それらは、つまりアート
マンなどの高次のものは、より低次な他人の心を知ることなどとは、異なるも
のとして理解されねばならないからである。他人の心を知ることなどによって
乱れが起こり、しっかりと区別して認識されなくなるからである。正にそのよ
うな場合、つまり、高次の段階を習得した総制が、他人の心を対象にしてしま
うと、ヨーガ行者の心でさえも乱れた心の様相を呈してしまうので、適当では
ない。その場合は、アートマンなどの対象が、異なったものとして、間違って
理解されてしまうからである。

〈p.237 l.12〉
　次のようにも解釈できる。対象が、つまり、他人の心を知ることなどが、異
なるものとして理解されるからである。つまり、アートマンなどの高次の段階
を習得することによってこそ、低次の他人の心を知ることなどの段階という対
象が理解されるからである。この立場では、低次の段階に対する総制は不要で
あると言われるかもしれないが、そうではなく、「適当でない」のである。「適
当でない」ということは、正しくないという意味である。
　この段階の次の段階がこれである。つまり、次にこれが習得されるべきであ
るということが、どのように知られるのかと言えば、その場合、ヨーガこそが
道しるべである。先の段階において総制を得たヨーガが、である。それによっ
てのみ、次のものが得られるのである。どのようにかといえば、次のように述
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かることを目的として、その三つに対するこの聖典における名称が総制なので
ある。
また、次のようにも述べられる。「三つの転変４）に対する総制によって、未来
と過去を知る［Y.S.3-16］」、あるいは、「粗大なもの、本性、微細なもの、必
然関係、目的を有する性質に対する５）総制によって、元素を支配する［Y.S.3-
44］」と。［Viv.3-4］

〈p.235 l.8〉
それを習得すると、叡知の光。 ［Y.S.3-5］

〈p.235 l.23〉
　それを習得すると、叡知の光。その総制の習得に基づいて、つまり、確立し
た状態にすることに基づいて、求められた対象を照らすことができる、つまり、
光の輝きのような三昧の叡知の光が生じるのである。総制が確立するにつれて、
三昧の叡知も確立してゆく。遠くにあり、隠されているものなどを照らしだす
ことができるその三昧の叡知の光によって、ヨーガ行者は望みのものを手に取
るように見ることができるのである。［Viv.3-5］

〈p.235 l.13〉
それは、順を追って、行われる。 ［Y.S.3-6］

〈p.235 l.28〉
　それは、順を追って、行われる。その総制は、順を追って、つまり、内外に
ある静慮の対象物である、先に述べられた三転変などごとに行われる。つまり、
総制がなされるのである。

〈p.236 l.7〉
　その段階の習得を明らかにした上で、その成果を目指して、その総制は習得
された段階の、つまり、ある段階において、総制を行じたヨーガ行者が、総制
を達成した場合、その習得された段階の次の段階に、つまり前段階の次の段階
に、総制がなされるべきである。
詳しく説明すると、「地」元素などに関する、粗大なもの、本性、微細なもの、
必然関係、目的を有する性質という段階は、順に習得されるべきであり、粗大
なものの段階に総制をなして、それを習得した後にのみ、次の本性に対して総
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［Y.S.3-3］
〈p.234 l.122〉
　正にそれのうち、対象のみが浮かび上がり、本性がないかのごときものが三
昧。正にその静慮のうち、同じものに対する観念の流れがあり、それ自身の一
筋の観念の連続性を捨て去って、結び付けられるべきものの様相が浮かび上が
り、つまり、結び付けられるべきものの様相そのもののように輝いており、観
念をその本質とするものが、つまり、認識を本質とする自らが、本性を欠いて
いるかのごときもの。例えば、近くに置かれたもののように輝く水晶は、その
本性を欠いているかのごときと同様である。心が結び付けられるべきものの本
性に入り込むことによって、つまりそれを理由として、そのように（つまり本
性を欠いているかのように）なった時、正にその静慮こそが、三昧であると説
明された。
　問う。ヨーガとは三昧であり、（それは）階梯を有すると先に説かれた３）。
しかしながらここでは、ヨーガの階梯（の一つ）が三昧であると説明された。
それでは、「階梯を有すること」と、「階梯（の一つ）であること」の違いは何
か。
　答える。「ヨーガは三昧である（つまり、階梯を有する）」という場合は、心
が特殊な状態にあることを述べようとしており、一方ここでは、連続した観念
が、結び付けられるべきものの本質に入り込み、結び付けられるべきものその
ものであるということが、階梯（の一つ）であるということである。以上が違
いである。［Viv.3-3］

〈p.235 l.2〉
三つが一か所にあるのが総制。 ［Y.S.3-4］

〈p.235 l.15〉
　そして、既に説明された凝念、静慮、三昧の三つが一か所にある、つまり、
一つの場所で完成されたものが総制であると述べられた。詳しく言うと、同じ
ものを対象とする三つの達成手段が総制であると述べられたのである。そのよ
うに順々に達成されたその三つに対する経典上のつまり、経典で用いられる名
称が、つまり知りたいと思う対象が明確にわかるために、あるいは、知りたい
ことがわかるために、「総制」と聞けばどこでも、その三つのことであると分
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心をある場所に結びつけることが凝念。ある場所に固定することが、場所に結
びつけることである。何をかといえば、心をである。
　そして、（註釈者ヴャーサは）自らすべてを説明している。臍の輪に、つま
り、臍という場所は輪のようであり、そこにおいては、すべての部分が輪のよ
うになっているので、臍の輪なのである。蓮華の形をした心臓に。額の光に、
つまり、額の脈管の孔のことであり、（そこは）光を放つから、（額の）光と説
明されたのである。鼻先、舌先などの場所、あるいは、外界の諸事物に、つま
り、月や太陽などに心を結びつけるのである。
　各々の場所に、心がぶれることなく働くことが凝念であると述べられている。
働くことのみによってとは、その場所に対する観念のみによって散乱すること
のない状態になるという意味である。［Viv.3-1］ 

〈p.234 l.2〉
そこに、観念が一筋に伸びていく状態が静慮。［Y.S.3-2］

〈p.234 l.12〉
　そこに、観念が一筋に伸びていく状態が静慮。その場所に、つまり、臍の輪
など凝念を行った場所に、心が結び付けられるべきものを対象とする、つまり、
心が結び付けられるべき場所をその対象とする観念の一定の流れがあり、つま
り、同じものに対する観念の流れ即ち、一定の様相を示した観念の連続があり、
他の観念、つまり、別種のものによって影響を受けていない、つまり混じり合
っていないものが、静慮である。
　ところで、凝念は、正に結び付けられるべき対象に定着した心が、それを対
象から引き離そうとする別の観念の影響を受けている場合もある。例えば、太
陽に対して凝念を行っている者にとって、そこにある丸い強烈な光そのものな
どに対する観念があっても、凝念ではある。その場所に働いているのみである
ので、心は動いているからである。しかし、静慮はそうではない。なぜならば、
区別された別種の他の観念の影響を受けていない一筋の観念の流れこそが静慮
であるからである。［Viv.3-2］

〈p.234 l.17〉
正にそれのうち、対象のみが浮かび上がり、本性がないかのごときものが三昧。
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Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（第 3 章 1 ～ 8）

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.233 l.1= テキスト 233 ページの 1 行目を示す〉
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）

『第三章　自在品』

〈p.233 l.16〉
心をある場所に結びつけることが凝念１）。［Y.S.3-1］

〈p.233 l.12〉
　有想（samprajñāta）ヨーガにとっての五つの外的階梯としての達成手段２）

が述べられた。これより、それにとっての内的階梯である、凝念・静慮・三
昧という三つの達成手段が正に説明される。外的階梯と内的階梯は全く違うの
で、外的階梯としての達成手段の解説することのみで一つの章が完結した。ま
た、（内的な）三つの達成手段は連続して為さるべきであるので、（外的なもの
とは）別に説かれたのである。外的階梯としての達成手段の説明に続いて内的
階梯としての達成手段が解説されているので、（第 2 章と第 3 章という）二つ
の章の関係は明らかである。そして、この章では主に超自然力が説かれるので、
別の章として始められたのである。以上のように、（別けて）説かれた理由が
述べられた。
　凝念が述べられる。つまり、制感の後に、次の階梯である凝念が説明される。
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集版に従う。
８）荒牧典俊［1988: p. 79］は、ジャイナ古経において様々な対象存在を所有することを意

味していた語である upadhi が、ここでは「とくに個体存在を所有すること」を意味す
ると述べる。

９）最古層の資料では、「争闘」（Sn. 862-877）という経典に nidāna が多く用いられ、争闘
をテーマにして因果関係が説かれている。

10）Cf. Sn. 805, 809, 1056
11）Sn. 728
12）SN. 1, 2-2
13）MN. 116（Vol. Ⅲ p. 70）の韻文資料には、upadhi が苦の根本（dukkhamūla）として扱

われている。
14）MN. 64（Vol. Ⅰ p. 435）では、upadhi を離れることが欲界と色界との区別に用いられ

る。
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Sn. Suttanipāta. PTS
SN-a.  Sam

4

yuttanikāya-Att
44

hakathā（Sāratthappakāsinī）. 
PTS

Thī. Therīgāthā. PTS
Ud. Udāna. PTS
Vin. Vinaya. PTS

Bhattacarya［1968］  Kamaleswar, Bhattacarya. “Upadhi- , Upādi- 
et Upādāna- dans le Canon bouddhique pāli” 
Mélanges d'Indianisme（a la mémoire de Louis 
Renou）. Paris. 1968. pp. 81-95

荒牧典俊［1988］  荒牧典俊 .「ゴータマ・ブッダの根本思想」『岩波講
座東洋思想第八巻インド仏教１』岩波書店 . 1988. 
pp. 61-98

バッタチャルヤ［1985］  K. バッタチャルヤ .「パーリ仏教正典における
upadhi, upādi, upādāna」『龍谷大学仏教文化研究所
紀要』. 24. 1985. pp. 22-37

服部弘瑞［2011］  服部弘瑞 .『原始仏教に於ける涅槃の研究』山喜房
佛書林 . 2011

宮本正尊［1975］  宮本正尊 .「縁起説の一考察 —upadhi—をめぐっ
て」『印度学仏教学研究』23-2. 1975. pp. 723-727

［註］
１）荒牧典俊［1988］
２）upadhi に関する先行研究は、Bhattacarya［1968］（和訳 : バッタチャルヤ［1985］）, 宮

本正尊［1975］などが挙げられる。
３）upadhi の諸訳については、服部弘瑞［2011: pp. 377-386］が詳しい。
４）宮本正尊［1975］
５）SN-a. 1, 2-2（Vol. Ⅰ pp. 31-32）では、upadhi に kāma-upadhi, khandha-upadhi, kilesa-

upadhi, abhisan4khāra-upadhi の四種類があること、そしてここでの upadhi は kāma-
upadhi を意味することを述べている。

６）SN. 22, 43 SN. 35, 13
７）PTS は、na upadhī hi pat

4

icca dukkham
4

 idam
4

 sambhoti であり意味を把握しづらい。ま
た、平行句を参考にしてもこのように訂正するべきである。したがって、ビルマ第六結
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　It. 27（p. 21. 4-7）:
Yo ca mettam

4

 bhāvayati appamān
4

am
4

 patissato, 
Tanu sam

4

yojanā honti passato upadhikkhayam
4

. 
自覚した者は、無量の慈しみを修習する。
彼は所有の滅尽を見ているにもかかわらず、少しの束縛がある。

　この資料では、所有の滅尽を見ているにもかかわらず、まだ束縛が残ってい
る様子が説かれている。

3．結論

　韻文資料を通して upadhi の用例を概観し、苦との関係について考察した。
以下に結論を述べる。

（1）upadhi は upa- √ dhā からなる名詞であり、「近くに置く」という意味か
ら「所有物」と「所有」という二種類の訳語を想定するべきである。

（2）最古層に説かれる苦の原因は、ある対象物を我がものとしたり、執着した
りすることを挙げており、苦の原因としての upadhi も所有を意味していると
考えるべきである。

（3）古層では、「苦←所有（upadhi）」という関係が最古層と同じように、苦
の生起のみについて説かれている。また、「所有物（upadhi）→憂い、所有物
の滅→憂いの滅」という upadhi と苦からなる二支の縁起説と呼べるものも存
在する。

（4）以上のことから、「苦の原因は所有（upadhi）である」という最古層で説
かれる縁起関係を起点とし、ある段階で upadhi の原因として渇愛（tan

4

hā）
を設定するに至り、三支縁起説が成立したと考えられる。この具体的な成立過
程は今後の課題とする。

【略号と先行研究】
It. Itivuttaka. PTS
MN. Majjhima-Nikāya. PTS
SN. Sam

4

yutta-Nikāya. PTS
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　この資料は、苦の原因として所有（upadhi）を立てており、原因を表す単
語である nidāna を用いている９）。upadhi の意味として、二つを考慮しなけれ
ばならないことは既に述べたが、この場合、最古層で説かれる苦の原因のほと
んどが、ある対象物を我がものとしたり、執着することと考えられている 10）

ことから、この用例での upadhi は所有を表していると見なすべきである。以
上のことから、各支縁起説成立以前に既に「苦←所有（upadhi）」という関係
があったことが推察される。

2.2. 古層における upadhi と苦
　 古 層 に お い て も、 最 古 層 の 資 料 で 検 討 し た Sn. 1050 の「苦 ← 所 有

（upadhi）」を表す資料は引き続き現れる 11）が、最古層と同じように「苦の滅
←所有の滅」を表すことはない。また、先述した Ud. 3, 10 の用例でも、「所有

（upadhi）→苦」が pat
4

icca と共に説かれるが、苦の滅に関しては upadhi を
用いない。その一方で、世俗的な所有物を意味する upadhi の用例ではあるが、
先に挙げたように、「諸々の所有物（upadhi）によって人には憂いがある。実
に所有物を離れた者は憂えない。」12）という二支の縁起説と呼べるものも見られ
る。
　それでは、なぜ「苦← upadhi」13）が積極的に説かれ、「苦の滅← upadhi の
滅」はあまり説かれないのか。それは、韻文資料に nidāna や pat

4

icca を用い
て、「苦← upadhi」の関係が明確に説かれているように、upadhi の意味が所
有物でも、所有でも、upadhi によって苦があるということは把握しやすいが、
upadhi の滅が必ずしも苦の滅を表さない場合があることによると推測できる。
つまり、upadhi が所有物を表す場合、牛や子や金、銀などを指すが、それに
よって苦が生じるということは明白である。しかし、そのような世俗的な所
有物を滅することが苦の滅に直結するとは言い難い。実際、MN. 26 の用例で
もブッダが出家する前、upadhi としてまとめられる様々な所有物を求めてい
たが、それに対して災いを見て出家するという内容であり、upadhi の有無が
苦の有無を指しているのではなく、在家と出家の相違を表しているだけである。
そこで、upadhi の滅が苦の滅を意味しない用例 14）を以下に示す。
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　この資料は upadhi と upādāna が類似していることを表しており、所有物と
訳すよりも、所有と訳すべきである。
　次に、upadhi を滅した状態が覚りを表しており、所有と訳す方がよりふさ
わしいと思われる用例があり、以下に示す。

　 ● kāyena amatam
4

 dhātum
4

 phassayitvā nirūpadhim
4

（身体を伴って所有を
離れた不死の世界に達して）（It. 51, 73）

　 ● vippamuttam
4

 nirupadhim
4

（解脱し、所有を離れた）（Thī. 320, 334）
　 ● vimutto upadhikkhaye（所有の滅尽において、解脱した者）（Sn. 992 It. 

112）
　 ● sītibhūtam

4

 nirūpadhim
4

（清涼となり、所有を離れた）（Sn. 642）

2．苦の原因としての upadhi

　ここまで、upadhi の用例を概観したが、三支縁起説では苦の原因として
upadhi を設定する。本節では、韻文資料において upadhi と苦がどのように関
わっているかを見ることで、三支縁起説の成立過程の一端を窺う。その際、韻
文資料の中でも最古と言われる Suttanipāta の第四章 Att

44

hakavagga、第五章
Pārāyanavagga を最古層とし、その他の韻文資料を古層とし、その展開を考慮
にいれながら、upadhi と苦の関係を論じていきたい。

2.1. 最古層における upadhi と苦
　まず、最古層における upadhi と苦の関係を見てみる。

　Sn. 1050
“dukkhassa ve mam

4

 pabhavam
4

 apucchasi, Mettagū ti Bhagavā 
tam

4

 te pavakkhāmi yathā pajānam
4

upadhīnidānā pabhavanti dukkhā, ye keci lokasmim
4

 anekarūpā
メッタグーよと世尊は〔言った。〕あなたは私に苦の生起を問うた。
私は知っている通りに、それをあなたに話すだろう。
世間におけるいかなる多くの苦も、それは所有（upadhi）８）を因として生
じる。
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rūpe ca sadde ca atho rase ca kāmitthiyo cābhivadanti yaññā
etam

4

 malan ti upadhīsu ñatvā, tasmā na yitt
44

he na hute arañjin
諸々の祭祀は、諸々の物質、諸々の声、諸々の味、欲望の対象や女に関し
て言う。
諸々の所有物（upadhi）に対してこれは垢であると知って、それ故、私
は供犠や供養に染まらなかった。

　ここから、祭祀は所有物である欲望の対象に焦点を当てていることが分かる。
さらに、upadhi が身体の意味に近い資料を示す。

　It. 77（p. 69. 10-13）:
Kāyañca bhindantam

4

 ñatvā viññān
4

am
4

 ca virāgun
4

am
4

upadhīsu bhayam
4

 disvā jātimaran
4

am-ajjhagā
肉体が壊れること、識が衰えることを知って、
諸々の所有物（upadhi）に対して恐れを見て、生死を理解した。

　この資料における upadhi は ab 句から考えて、肉体や識を伴う身体を所有
物と見ている。また、この偈に対する散文箇所に「一切の所有物（upadhi）
は無常であり、苦であり、変化する性質を有している」と述べられており、こ
の表現は一般的に五蘊や六処に対して用いられている６）ことから、散文箇所に
おける upadhi は五蘊や六処の構成要素を表していると考えられる。

1.2. 「所有」を意味する upadhi
　次に、所有を意味する upadhi の用例を見る。

　Ud. 3, 10（p. 33. 11-12）:
Upadhiñ hi pat

4

icca dukkham idam
4

 sambhoti７）

Sabbūpādānakkhayā natthi dukkhassa sambhavo
所有（upadhi）によってこの苦が生じる。
一切の執着（upādāna）の滅尽により、苦の生起はない。
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　SN. 1, 2-2（Vol. Ⅰ p. 6. 9-11）:
Socati puttehi puttimā gomiko gohi tath-eva socati
upadhīhi narassa socanā na hi socati yo nirupadhīti.
子を持つ者は子達によって憂える。同様に牛飼いは牛達によって憂える。
諸々の所有物（upadhi）５）によって人には憂いがある。実に所有物を離れ
た者は憂えない。

　この資料では、upadhi が所有物を表している。先述したように、upadhi は
「近くに置く」という意味であり、「置く」主体が変われば、その所有物の内容
もそれに準じて変わってくると考えられる。この場合、子を持つ者にとっては
子であり、牛飼いにとっては牛である。

　SN. 4, 2-10（Vol. Ⅰ p. 117. 1-6）:
pabbatassa suvann

4 4

assa jātarūpassa kevalo
dvittā va nālam ekassa iti vidvā samañcare.
美しく、黄金であり、完全なる山があるとしよう。
その二、三倍でも、一人の者に十分ではないと知って、正しく遊行するべ
きである。

yo dukkham addakkhi yato nidānam
4

 kāmesu so jantu katham
4

 nameyya
upadhim

4

 viditvā san4go ti loke tasseva jantu vinayāya sikkhe ti
苦、その因を見た彼は、欲望の対象のうちでどうして屈するだろうか。
世間における所有物を知って執着があると、人はそれを取り去るために学
ぶべきである。

　この資料に説かれる upadhi も文脈上、黄金の山を指し、世俗的な所有物
を表していると言えよう。次の資料は、ブッダがバラモンに火による供犠

（aggihutta）を捨てた理由を質問した時の返答に相当する部分である。

　Vin. 1, 22 （Vol. Ⅰ p. 36. 18-21）:
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初期経典における upadhi

唐　井　隆　徳

0. 問題の所在

　初期経典に説かれる各支縁起説の中には、upadhi を介在した三支縁起説
（渇愛（tan

4

hā）→ upadhi →苦）という特異な縁起説が見られ、各支縁起説
成立の契機となった可能性も示唆されているため１）、縁起説の展開を研究す
る際、その支分である upadhi の意味を把握しておくことが肝要である。しか
し、初期経典における upadhi という用語２）は、訳者によって様々な訳が与え
られており３）、具体的に何を表している用語なのか、明確ではない。本稿では、
upadhi の比較的古い用例を確認するため、初期経典の中でも韻文資料を中心
とし、upadhi が表す意味を可能な限り明確にし、三支縁起説の成立過程の一
端を窺うことが目的である。

1．upadhi の用例

　先行研究４）を参考にすれば、upadhi には大別して、二つの意味が与えられ
ている。一つは、upadhi が所有物を意味するもの、もう一つは upadhi が執着
を意味するものである。upadhi は upa- √ dhā からなる名詞であり、接頭辞と
語根の意味を考慮して訳せば、「近くに置く」という意味である。このことか
ら「近くに置くもの」が「所有物」、「近くに置く作用」が所有する作用を表し
ており、実際に対象物を所有するという意味もあれば、所有しようとする所
有欲を意味しているとも考えられるが、ここでは便宜上、「所有」と訳すこと
にする。本節ではこの二つの視点から可能な限り訳し分け、初期経典における
upadhi の用例を見ていく。

1.1. 「所有物」を意味する upadhi
　まず、所有物を意味する upadhi の用例を見る。
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