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基
調
講
演

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―

宇
高　

良
哲

宇
高　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
宇
高
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
ば
ら
く
の
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

最
初
に
私
事
か
ら
入
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
こ
の
話
を
受
け
ま
し
た

の
は
今
年
の
三
月
後
半
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
た
ま
た

ま
健
康
診
断
で
直
腸
が
ん
が
見
つ
か
り
ま
し
て
、
手
術
に
入
る
準
備

を
し
て
い
る
最
中
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引
き
受
け
る
か
ど
う
か
非
常

に
迷
い
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
ご
挨
拶
を
さ
れ
た
田
中
典
彦
先
生
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
手
術
の
結
果
を
見
て
か
ら
受
け
る
か
ど
う
か
ご

返
事
い
た
し
ま
す
と
申
し
上
げ
、
少
し
お
待
ち
い
た
だ
け
ま
す
か
と

お
願
い
し
ま
し
た
。

　

三
月
末
に
手
術
を
受
け
て
医
者
に
相
談
し
ま
し
た
ら
、
軽
度
で
す

か
ら
手
術
は
た
ぶ
ん
う
ま
く
い
き
ま
す
か
ら
大
丈
夫
で
す
と
言
わ
れ

て
、
そ
れ
な
ら
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
返
事
を
し
ま
し
た
。

そ
の
三
週
間
後
に
お
医
者
さ
ん
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
ま
し
て
、
手

術
し
た
と
き
に
あ
ち
こ
ち
の
細
胞
を
幾
つ
か
取
っ
て
検
査
し
た
ら
、

一
カ
所
リ
ン
パ
腺
に
近
い
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
い
ま
す
。
リ
ン
パ
腺
に

入
っ
て
し
ま
う
と
面
倒
な
の
で
、
し
ば
ら
く
抗
が
ん
剤
の
治
療
を
し

ま
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
も
三
週
間
単
位
で
抗
が
ん
剤
を
打
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
ぶ

医
者
に
脅
か
さ
れ
ま
し
て
、
私
自
身
多
少
元
気
な
頃
と
は
違
っ
た
も

の
の
見
方
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
は
、
せ
っ
か
く
長
い
間
浄
土
宗
の
江
戸
時
代
の
歴
史
に
つ

い
て
勉
強
し
て
き
た
の
で
、
そ
の
勉
強
し
て
き
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま

私
が
抱
え
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
り
も
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
現
代

の
寺
院
社
会
の
動
向
に
つ
い
て
江
戸
時
代
の
、
浄
土
宗
だ
け
で
は
な

い
で
す
。
天
台
宗
も
真
言
宗
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
動
向
の
知
識
を
少
し
で
も
現
代
社
会
の
寺
院
の
活

性
化
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
心
境
に
到
達
し
て
お
り
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ま
す
。

　

少
し
私
が
考
え
て
い
る
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
の
動
向
、
端
的
に
言

え
ば
、
な
ぜ
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
は
全
盛
期
を
迎
え
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
現
代
で
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
現
代
に
活
用
で
き
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
私
な
り
に
感
じ
た
形
で
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
多
少
脱
線
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
と
こ
ろ

は
ご
容
赦
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
し
ば
ら
く
の
間
お
付
き
合
い

を
い
た
だ
き
ま
す
。

　

話
が
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
と
い
け
な
い
の
で
、
簡
単
な
要
旨

を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
お
聞
き
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
か
な
。
ま
た
あ
と
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
る
よ

う
で
す
か
ら
、
宇
高
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
か
、
お
ま
と
め

い
た
だ
く
た
め
に
も
た
た
き
台
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

左
側
に
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
、
右
側
に
現
代
の
浄
土
宗
と
い
う
形

で
、
総
論
と
し
て
浄
土
宗
と
し
て
、
さ
ら
に
、
な
ぜ
江
戸
時
代
に
浄

土
宗
が
発
展
し
た
か
、
今
後
の
浄
土
宗
の
発
展
は
ど
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
問
題
点
が
あ
る
か
と
い
う
よ
う
に
対
比
を
し
て
書
い
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
し
ば
ら
く
お
話
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
初
に
、
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
寺
院
数
は
ど
れ
ぐ
ら
い
確
認
で
き

る
の
か
と
い
う
お
話
か
ら
入
り
ま
す
。

　

増
上
寺
に
元
禄
の
寺
院
由
緒
書
が
あ
り
ま
す
。
元
禄
年
間
、
一
五

九
七
年
ぐ
ら
い
、
お
よ
そ
三
百
年
ほ
ど
前
に
、
当
時
浄
土
宗
全
体
の

事
務
を
統
括
し
て
お
り
ま
し
た
増
上
寺
に
全
国
か
ら
各
本
寺
経
由
で

提
出
さ
れ
た
寺
院
由
緒
書
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
三
冊
ほ
ど
欠
本
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
系
列
の
資
料
に
蓮
門
精
舎
旧
詞
と
い
う
本
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
増
上
寺
の
寺
院
由
緒
書
の
抄
写
本
、
必
要
な
項
目
の
み

を
抄
写
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
本
が
あ
り
ま
す
の
で
、
欠
本
分
の
寺
院

数
は
検
索
で
き
ま
す
。
増
上
寺
で
は
尾
張
と
三
河
の
分
が
欠
本
で
し

た
が
、
名
古
屋
の
辺
の
総
元
締
で
あ
り
ま
す
建
中
寺
の
資
料
を
調
査

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
、
尾
張
と
三
河
の
元
禄
寺
院
由
緒
書
の

原
本
が
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

あ
そ
こ
だ
け
で
も
二
百
箇
寺
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
そ
の
分
を
合
わ

せ
ま
す
と
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
六
千
八
百
箇
寺
ぐ
ら
い
の
江
戸
時

代
の
浄
土
宗
寺
院
が
寺
名
も
住
職
名
も
確
認
で
き
る
形
で
存
在
し
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
寺
院
由
緒
書
は
、
そ
の
地
域
で
本
寺
と
末
寺
が
ト
ラ
ブ
ル
を

起
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
由
緒
書
を
本
寺
経
由
で
提
出
で
き
ま
せ
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ん
。
全
国
の
浄
土
宗
寺
院
の
中
で
も
本
末
関
係
で
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
差
し
障
り
の
な
い
範
囲
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、

長
野
の
小
諸
の
あ
た
り
、
奈
良
の
奥
の
院
の
あ
た
り
、
ほ
か
に
も
あ

り
ま
す
が
、
本
末
論
争
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
由
緒
書
が
提
出
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
と
、
現
在
の
寺
院
数
と
比
較
し
て
違
う
の
は
、
北
海
道
の
方

に
は
失
礼
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
三
百
年
前
、
残
念
な
が
ら
北

海
道
は
寺
院
由
緒
書
の
提
出
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在

北
海
道
は
両
教
区
で
百
五
十
前
後
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
分
は
こ

の
江
戸
時
代
の
寺
院
由
緒
書
に
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
浄
土
宗

で
は
今
、
七
千
箇
寺
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
七
千
箇
寺

ぐ
ら
い
は
江
戸
時
代
に
間
違
い
な
く
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
が
リ
ス
ト
で
確
認
で
き

て
い
る
数
で
す
。

　

現
在
の
浄
土
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
拝
見
い
た
し
ま
す
と
、
浄
土

宗
宗
派
の
所
属
寺
院
、
単
立
な
ど
は
外
し
ま
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
載
っ
て
い
る
の
は
、
新
し
く
変
更
が
な
け
れ
ば
七
千
四
十
九
箇
寺

が
浄
土
宗
の
現
在
の
寺
院
数
で
す
。

　

な
お
か
つ
、
兼
務
寺
院
で
は
な
い
正
住
寺
院
は
五
千
五
百
三
十
五

箇
寺
と
出
て
お
り
ま
し
た
。
約
千
五
百
箇
寺
が
兼
務
で
す
。
単
純
な

言
い
方
で
失
礼
で
す
が
、
き
ょ
う
お
話
を
い
た
し
ま
す
前
提
と
し
て
、

江
戸
時
代
に
現
在
の
浄
土
宗
寺
院
の
基
盤
以
上
の
寺
院
数
を
持
っ
て

い
る
。
兼
務
寺
院
が
だ
め
だ
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
兼
務
寺
院
等
の

関
係
を
考
え
る
と
、
現
在
は
三
割
近
く
寺
院
数
が
減
っ
て
い
る
と
い

う
感
じ
を
漠
然
と
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
私
の
非
常
に
大
雑

把
な
浄
土
宗
寺
院
の
分
布
の
動
向
で
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
の
話
に
も
関
わ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
寺
院
は
、

一
番
多
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
存
の
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
と
の

比
較
の
上
で
は
、
東
西
本
願
寺
、
真
宗
寺
院
の
ほ
う
が
は
る
か
に
寺

院
数
は
多
く
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
今
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
曹
洞
宗

寺
院
が
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。

　

両
派
と
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
浄
土
宗
寺
院
の
一
般
的
な
傾
向

と
し
て
、
全
国
的
な
傾
向
で
見
ま
す
と
、
最
末
端
の
地
方
に
ま
で
浄

土
宗
寺
院
は
比
較
的
進
出
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
比
較
的
寺
と
し
て
成

り
立
ち
や
す
い
地
域
で
止
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
言
葉
は
悪
い
の
で
す

が
、
山
間
地
、
過
疎
地
ま
で
真
宗
や
曹
洞
宗
ほ
ど
進
出
し
て
い
な
い

傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
過
疎
化
、
人
口
減
、
寺
院
減
少
化
の
流

れ
の
中
で
浄
土
宗
は
、
東
西
本
願
寺
や
曹
洞
宗
に
比
べ
る
と
そ
の
問

題
が
あ
と
か
ら
起
こ
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
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今
か
ら
十
年
以
上
前
だ
と
思
い
ま
す
が
、
龍
谷
大
学
さ
ん
で
そ
の

よ
う
な
話
し
合
い
が
あ
っ
た
と
き
に
、
浄
土
宗
は
こ
う
で
す
と
い
う

話
を
い
た
し
ま
し
ら
、
浄
土
宗
さ
ん
は
ま
だ
い
い
で
す
ね
、
う
ち
は

大
変
で
す
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
僧
堂
教
育
と
か
い

う
話
を
し
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
を
い
た
だ
い
た
覚
え
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
辺
の
話
は
何
ゆ
え
に
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

含
め
な
が
ら
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
現
在
の
通
称
七
千
箇
寺
、
寺

院
数
だ
け
で
言
え
ば
そ
れ
ら
を
上
回
る
浄
土
宗
寺
院
が
存
在
し
得
た
。

何
ゆ
え
に
比
較
的
多
く
の
寺
院
が
存
在
し
、
発
展
し
得
た
か
。
竹
田

聴
洲
先
生
な
ど
に
、
室
町
期
か
ら
近
世
初
期
に
掛
け
て
寺
院
数
が
増

加
し
て
い
く
と
い
う
ご
研
究
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
ま
ず
江
戸
時
代
の
浄
土
宗

を
考
え
る
前
に
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
総
論
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
し
た
。

三
河
の
一
向
一
揆
、
真
宗
の
勢
力
、
あ
る
い
は
信
長
や
秀
吉
が
比
叡

山
や
根
来
を
焼
き
討
ち
し
た
よ
う
な
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ

の
頃
の
戦
国
大
名
た
ち
は
宗
教
権
力
の
強
大
さ
、
世
俗
的
な
力
を
非

常
に
警
戒
し
て
お
り
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
を
開
い
た
家
康
は
若
い
こ

ろ
か
ら
そ
れ
を
見
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
い
か
に
し
て
宗
教
権
力
を

政
治
機
構
の
枠
の
中
に
取
り
込
む
か
と
い
う
こ
と
が
寺
院
対
策
の
最

大
の
主
眼
で
あ
り
ま
し
た
。

　

か
っ
て
幕
府
の
政
治
機
構
の
枠
外
に
、
特
別
な
位
置
に
置
か
れ
て

い
た
宗
教
権
力
も
幕
府
の
行
政
の
枠
内
に
取
り
込
も
う
と
い
う
努
力

を
基
本
的
に
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

　

江
戸
幕
府
は
い
か
に
し
て
寺
院
の
世
俗
的
な
勢
力
を
裂
い
て
、
寺

院
、
僧
侶
に
対
し
て
は
学
僧
で
あ
る
こ
と
、
清
僧
で
あ
る
こ
と
、
自

分
で
勝
手
に
お
坊
さ
ん
だ
と
言
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の

宗
派
の
学
問
を
き
ち
ん
と
や
り
、
そ
う
い
う
学
僧
を
養
成
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
妻
帯
し
た
り
、
在
俗
の
ま
ま
で
な
か
な
か
正
確
な
お
坊
さ
ん

と
言
い
難
い
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
人
た
ち
に
対
し
て
清
僧
、
妻

帯
し
な
い
お
坊
さ
ん
を
江
戸
幕
府
は
寺
院
・
僧
侶
に
要
求
し
ま
す
。

清
僧
で
あ
り
学
僧
で
あ
る
こ
と
が
、
江
戸
幕
府
が
寺
院
・
僧
侶
に
対

す
る
要
請
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
江
戸
府
内
の
場
合
、
江
戸
に
人
口
が
集
中
し
て
ま
い
り
ま
す

と
、
必
然
的
に
そ
れ
に
伴
っ
て
寺
院
が
増
え
て
ま
い
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
江
戸
幕
府
で
は
寺
院
、
お
坊
さ
ん
は
非
課
税
人
口
で
す
。
課

税
対
象
外
で
す
か
ら
、
幕
府
に
と
っ
て
は
寺
院
・
住
職
を
余
り
好
ま

し
い
存
在
だ
と
政
策
上
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
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で
す
か
ら
、
い
か
に
し
て
新
寺
建
立
を
禁
止
す
る
か
。
い
か
に
し

て
各
宗
派
勝
手
に
養
成
し
て
い
た
お
坊
さ
ん
を
幕
府
の
意
向
の
叶
う

範
囲
の
中
で
し
っ
か
り
し
た
お
坊
さ
ん
の
養
成
を
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
主
眼
を
傾
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

い
か
に
し
っ
か
り
し
た
お
坊
さ
ん
を
養
成
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ

は
、
檀
林
制
度
の
と
こ
ろ
で
ま
た
申
し
ま
す
。
檀
林
は
簡
単
に
言
い

ま
す
と
、
各
宗
派
と
も
に
江
戸
幕
府
が
認
定
し
た
学
問
所
、
僧
侶
養

成
機
関
。
浄
土
宗
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
台
宗
、
真
言
宗
、
曹

洞
宗
も
皆
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
各
宗
派
と
も
に
檀
林
と

い
う
制
度
を
設
け
て
、
江
戸
幕
府
が
認
定
し
た
檀
林
以
外
か
ら
僧
侶

養
成
権
を
取
り
上
げ
て
、
檀
林
で
し
っ
か
り
一
定
の
年
数
、
勉
強
す

る
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
新
し
い
寺
の
建
立
禁
止
、
寛
永
年
間
か
ら
出
さ
れ
て
元

禄
年
間
で
定
着
し
ま
す
が
、
何
回
も
何
回
も
新
寺
建
立
禁
止
令
を
出

し
て
、
寛
永
以
前
に
で
き
て
い
た
寺
は
古
寺
格
の
寺
、
寛
永
以
降
に

で
き
た
寺
は
新
寺
格
の
寺
で
あ
り
ま
す
。

　

新
寺
格
の
寺
は
、
江
戸
で
言
う
と
大
火
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

元
々
寺
院
と
し
て
の
特
権
を
保
証
さ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

古
寺
格
の
寺
院
は
尊
重
す
る
が
、
新
寺
建
立
禁
止
令
を
出
さ
れ
て
か

ら
つ
く
ら
れ
た
寺
は
新
寺
扱
い
。
新
寺
扱
い
は
社
会
的
変
化
が
あ
っ

た
と
き
に
、
幕
府
は
寺
と
し
て
の
権
利
を
保
証
を
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
警
告
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
何
回
も
何
回
も
例
外
は
あ
り
ま
し
た
が
、
収
拾
が
つ
か

な
い
の
で
、
元
禄
九
年
に
全
国
の
寺
院
調
査
を
さ
せ
て
、
台
帳
を
正

確
に
つ
く
り
、
そ
れ
以
後
例
外
的
に
し
か
新
寺
建
立
を
認
め
て
こ
な

か
っ
た
。
ど
う
い
う
寺
が
例
外
に
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
戒
律
を
厳

格
に
守
る
律
院
で
す
。
当
時
の
お
坊
さ
ん
は
か
な
り
乱
れ
て
お
り
ま

し
た
。
幕
府
は
そ
の
宗
派
に
は
そ
の
宗
派
の
お
坊
さ
ん
同
士
で
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
律
院
を
奨
励
し
ま
す
の
で
、

律
院
は
全
国
各
地
で
積
極
的
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
江
戸
で
は
律
院
以

外
で
新
し
い
寺
の
建
立
は
基
本
的
に
禁
止
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
だ
け
で
は
な
く
て
、
江
戸
幕
府
は
家
康
な
ど
が
寺
院
勢
力

の
世
俗
化
を
非
常
に
嫌
っ
て
い
た
の
で
、
い
か
に
し
て
そ
う
い
う
も

の
を
江
戸
幕
府
の
封
建
的
な
体
制
の
枠
に
組
み
込
む
か
と
い
う
努
力

を
し
て
い
た
時
代
で
す
。

　

順
不
同
で
す
が
、
江
戸
幕
府
が
行
っ
た
寺
院
政
策
を
挙
げ
て
お
き

ま
し
た
。
き
ょ
う
お
話
し
す
る
こ
と
に
一
番
関
わ
っ
て
い
く
の
で
、

最
初
に
出
し
ま
し
た
。
宗
門
人
別
改
、
寺
請
制
度
、
檀
家
制
度
、
ど

の
表
現
で
も
結
構
で
す
。

　

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
弾
圧
す
る
た
め
に
、
人
々
は
必
ず
ど
こ
か
の
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寺
の
檀
家
に
な
っ
て
そ
こ
か
ら
寺
請
証
文
を
発
行
し
て
も
ら
わ
な
い

と
、
そ
の
地
域
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
制

度
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
早
い
時
期
か
ら
見
ら
れ
ま
す
が
、
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
の

寛
文
年
間
ぐ
ら
い
か
ら
一
般
化
し
、
元
禄
年
間
ぐ
ら
い
に
非
常
に
普

及
し
た
と
思
い
ま
す
。
時
代
が
下
が
る
ほ
ど
そ
れ
が
徹
底
し
て
お
り

ま
す
。

　

宗
門
人
別
改
は
、
主
と
し
て
江
戸
幕
府
が
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
取

り
締
ま
る
た
め
に
設
け
た
制
度
で
、
人
々
は
必
ず
ど
こ
か
の
寺
の
檀

家
と
な
っ
て
、
そ
の
寺
か
ら
こ
の
人
物
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
と

い
う
寺
請
証
文
を
発
行
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
取
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
既
成
の
寺
院
に
と
っ
て
は
寺
を
護
持
、
維
持
し
て
い
く
上

で
経
済
基
盤
と
し
て
非
常
に
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
お
寺
さ
ん
の
言
う
こ
と
に
逆
ら
っ
た

ら
、
寺
は
寺
請
証
文
を
発
行
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の

人
が
そ
の
地
域
で
生
活
で
き
な
く
な
る
。
言
い
方
は
乱
暴
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
無
理
扁
に
ゲ
ン
コ
ツ
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
く
人
々
は
、

必
ず
ど
こ
か
、
近
隣
の
寺
の
檀
家
に
な
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。

し
か
も
檀
家
は
寺
院
の
住
職
に
対
し
て
、
俗
な
言
い
方
で
す
が
、
抵

抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

地
方
に
行
け
ば
、
必
ず
し
も
檀
家
制
度
一
本
で
は
な
く
て
、
両
方

か
ら
引
っ
張
り
合
う
、
一
つ
の
地
域
で
お
寺
さ
ん
を
幾
つ
も
付
き
合

っ
て
い
る
よ
う
な
例
や
、
い
ろ
い
ろ
な
例
外
が
あ
る
の
も
知
っ
て
お

り
ま
す
。
基
本
的
に
は
檀
家
制
度
が
定
着
し
て
、
特
に
江
戸
で
は
私

が
実
際
に
調
査
を
し
た
寺
の
過
去
帳
で
言
え
ば
、
青
山
の
梅
窓
院
、

大
変
大
き
な
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

梅
窓
院
も
元
々
は
青
山
家
と
い
う
大
名
の
一
つ
の
氏
寺
み
た
い
な

も
の
、
青
山
家
の
お
抱
え
寺
み
た
い
な
も
の
が
原
点
で
す
。
過
去
帳

な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
享
保
年
間
に
な
る
と
、
広
い
範
囲
、
あ
の
あ

た
り
皆
、
青
山
家
と
は
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
町
人
や
商
人
た
ち
ま

で
ご
葬
儀
を
や
っ
て
い
る
例
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

浅
草
に
あ
る
清
光
寺
さ
ん
は
、
元
々
は
水
戸
家
の
一
族
が
つ
く
っ

た
水
戸
家
の
内
寺
で
す
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
水
戸
家
だ
け
で
は

な
く
浅
草
の
広
い
範
囲
の
商
人
、
町
人
た
ち
の
ご
葬
儀
を
担
当
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
信
濃
町
の
一
行
院
さ
ん
は
大
名
永
井
家
の
菩
提
寺
で

す
が
、
そ
こ
も
あ
る
年
代
か
ら
一
般
の
檀
家
寺
に
発
展
し
て
、
一
定

の
檀
家
数
を
持
っ
た
普
通
の
寺
院
活
動
の
寺
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
地
方
で
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
浄
土
宗
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
江
戸
幕
府
は
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隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
る
制
度
と
し
て
寺
に
、
ア
メ
と
ム
チ

と
い
う
と
俗
な
言
い
方
で
す
が
、
一
方
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
取
締
役
、

一
方
で
は
経
済
的
特
権
と
い
う
両
方
で
寺
に
責
任
を
負
わ
せ
て
い
ま

す
。

　

で
す
か
ら
、
非
常
な
勢
い
で
檀
家
制
度
は
、
各
宗
と
も
に
江
戸
時

代
に
寺
院
の
経
済
的
安
定
化
、
地
域
で
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て

お
り
ま
す
。

　

本
末
制
度
で
す
が
、
本
寺
と
末
寺
の
関
係
。
浄
土
宗
教
団
、
あ
る

い
は
天
台
宗
教
団
、
真
言
宗
教
団
と
言
っ
て
も
、
地
域
で
大
き
な
お

寺
さ
ん
が
あ
っ
て
、
そ
の
地
域
ご
と
に
一
つ
の
サ
ー
ク
ル
と
し
て
ま

と
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
浄
土
宗
で
言
え
ば
安
土
の
浄
厳
院
さ
ん
を
中
心
と
す
る

五
百
何
箇
寺
に
も
及
ぶ
よ
う
な
本
末
圏
。
越
前
の
西
福
寺
さ
ん
を
中

心
と
す
る
本
末
圏
。
い
ろ
い
ろ
な
本
末
圏
が
あ
り
ま
す
。
元
々
は

別
々
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な
経
緯
は

あ
り
ま
す
が
、
知
恩
院
を
総
本
山
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
。
関
東
で

は
早
い
時
期
に
は
鎌
倉
の
光
明
寺
さ
ん
の
ほ
う
が
上
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
あ
る
時
代
か
ら
増
上
寺
さ
ん
が
と
っ
て
変
わ
っ
て
関
東
の

本
山
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
地
方
分
権
的
な
サ
ー
ク
ル
が
浄
土
宗
で
も

各
宗
派
で
も
地
方
の
有
力
寺
院
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
本

末
制
度
を
、
宗
派
単
位
の
大
き
な
一
つ
の
本
末
制
度
に
再
編
成
し
ま

す
。
だ
か
ら
、
江
戸
幕
府
は
何
か
の
命
令
を
総
元
締
め
に
出
す
と
、

そ
こ
か
ら
ず
う
っ
と
命
令
が
徹
底
化
す
る
よ
う
な
教
団
の
一
本
化
を

各
宗
と
も
に
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
次
の
触ふ
れ

頭が
し
らで

す
。
お
触
れ
を

通
達
す
る
総
元
締
の
こ
と
で
す
。
触
頭
と
本
末
と
ど
う
違
う
の
か
。

有
力
本
寺
が
触
頭
を
兼
ね
て
い
る
例
は
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

で
す
が
、
本
末
制
度
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
そ
の
お
師
匠
さ
ん

が
お
育
て
に
な
ら
れ
た
お
弟
子
さ
ん
が
全
国
各
地
に
飛
ん
で
お
り
ま

す
の
で
、
交
流
関
係
で
本
末
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
頂
点
は
知
恩
院
さ
ん
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
大
名
領
国
制
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
一

つ
の
藩
ご
と
に
一
つ
の
支
配
形
態
が
確
立
し
て
ま
い
り
ま
す
。
す
る

と
今
度
は
、
有
力
寺
院
に
伝
達
し
て
も
、
藩
が
違
う
と
命
令
伝
達
が

ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
大
名
領
国
制
に
従
っ
て
、
そ
の
藩
単
位

で
命
令
を
伝
達
で
き
る
よ
う
な
事
務
所
的
な
役
割
を
担
う
寺
、
そ
の

よ
う
な
制
度
に
主
流
が
だ
ん
だ
ん
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
本
末

制
度
が
教
団
内
部
の
自
主
的
な
制
度
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
江
戸
時
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代
の
大
名
領
国
制
と
い
う
領
国
単
位
の
支
配
形
態
と
相
容
れ
な
く
な

る
。
そ
れ
を
領
国
単
位
で
支
配
が
き
れ
い
に
伝
達
で
き
る
よ
う
な
触

頭
制
度
が
、
大
体
初
期
は
寛
永
年
間
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。
本
末
も
寛

永
年
間
ぐ
ら
い
か
ら
な
の
で
、
ど
ち
ら
が
先
か
と
言
え
ば
本
末
が
先

で
す
。
本
末
が
な
か
な
か
徹
底
し
き
れ
な
く
な
っ
て
触
頭
が
起
こ
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

　

一
つ
の
地
域
の
中
で
も
か
つ
て
一
つ
で
よ
か
っ
た
も
の
が
大
名
が

幾
つ
も
で
き
て
き
て
、
大
名
の
菩
提
寺
が
幾
つ
も
出
て
く
る
と
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
が
皆
、
触
頭
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
岐
阜
の
場
合
、

元
々
は
本
誓
寺
さ
ん
が
全
て
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
大
垣
と
か
、

円
通
寺
さ
ん
と
か
行
基
寺
さ
ん
と
か
、
あ
ち
こ
ち
に
大
名
関
係
の
菩

提
寺
が
で
き
て
く
る
と
、
こ
の
系
統
が
有
力
に
な
っ
て
触
頭
が
た
く

さ
ん
で
き
て
し
ま
う
。

　

そ
う
い
う
問
題
、
矛
盾
は
起
こ
っ
て
き
ま
す
が
、
触
頭
も
浄
土
宗

だ
け
で
は
な
く
て
、
曹
洞
宗
で
も
大
中
寺
、
総
寧
寺
、
竜
穏
寺
と
い

う
大
き
な
お
寺
が
関
三
箇
寺
と
い
う
形
で
永
平
寺
や
総
持
寺
と
は
別

に
支
配
権
を
持
っ
て
い
く
。

　

そ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
江
戸
時
代
、
浄
土
宗
に
限
り
ま
す
と
、

全
国
の
浄
土
宗
の
本
末
機
構
と
は
別
に
命
令
伝
達
機
構
の
総
元
締
が

増
上
寺
で
し
た
。
増
上
寺
さ
ん
は
関
東
の
本
山
で
あ
る
と
と
も
に
、

触
頭
で
あ
る
。
だ
か
ら
幕
府
の
寺
社
奉
行
か
ら
出
さ
れ
た
命
令
は
全

部
、
増
上
寺
の
触
頭
の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
命
令
が
全

国
各
地
へ
飛
ぶ
と
い
う
こ
と
で
行
政
的
な
権
限
が
江
戸
時
代
に
増
上

寺
に
移
っ
て
い
っ
た
。
総
元
締
め
の
触
頭
の
役
目
が
浄
土
宗
で
は
増

上
寺
へ
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

江
戸
幕
府
は
、
お
坊
さ
ん
は
お
坊
さ
ん
と
し
て
の
学
問
を
き
ち
っ

と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
清
僧
、
妻
帯
し
な
い
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ

り
ま
し
た
。
一
定
期
間
勉
強
す
る
た
め
に
浄
土
宗
で
は
関
東
十
八
檀

林
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

　

天
台
宗
で
も
、
関
東
の
八
箇
檀
林
、
真
言
宗
で
も
智
山
、
豊
山
派

で
そ
れ
ぞ
れ
檀
林
、
日
蓮
宗
も
多
く
の
派
毎
に
檀
林
、
曹
洞
宗
も
檀

林
と
い
う
形
で
幕
府
が
認
定
し
た
以
外
の
寺
で
は
僧
侶
養
成
を
や
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
制
度
を
つ
く
り
ま
し
た
。
原
則
で
す
。
い
ろ

い
ろ
矛
盾
が
あ
る
の
で
原
則
と
断
っ
て
お
き
ま
す
。

　

一
般
的
に
は
、
浄
土
宗
で
は
一
部
三
年
。
九
部
あ
り
ま
す
か
ら
、

す
ご
く
順
調
に
い
っ
て
ま
と
も
に
や
れ
ば
二
十
七
年
、
最
低
で
も
十

五
年
や
ら
な
い
と
寺
院
住
職
の
資
格
が
取
れ
な
い
と
い
う
非
常
に
厳

格
な
檀
林
制
度
を
設
け
て
、
そ
こ
以
外
で
基
本
的
に
僧
侶
養
成
を
禁

止
し
ま
し
た
。

　

前
の
講
習
会
、
夏
安
居
の
と
き
に
お
話
し
し
た
と
思
い
ま
す
。
浄
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土
宗
の
場
合
だ
け
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
檀
林
は
、
そ
こ
以
外
で
は

僧
侶
養
成
を
し
て
は
い
け
な
い
の
が
原
則
で
す
。

　

で
す
が
、
私
は
檀
林
以
外
で
も
江
戸
時
代
に
僧
侶
養
成
を
し
て
い

た
事
例
を
知
っ
て
お
り
ま
す
。
松
坂
の
樹
敬
寺
さ
ん
で
は
、
自
分
の

と
こ
ろ
で
僧
侶
養
成
を
お
や
り
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

関
東
の
檀
林
に
行
っ
て
勉
強
し
て
き
た
お
坊
さ
ん
が
地
元
へ
帰
っ

て
法
要
に
出
席
し
た
ら
、
お
ま
え
は
俺
の
と
こ
ろ
で
勉
強
し
た
者
で

は
な
い
、
関
東
の
檀
林
で
勉
強
し
て
き
た
か
ら
下
座
に
座
れ
と
言
わ

れ
た
。
松
坂
の
樹
敬
寺
さ
ん
の
法
要
で
座
次
が
一
番
下
に
な
っ
た
と

苦
情
を
言
っ
て
い
る
資
料
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
た
め
ら
い
も
な
く
、
松
坂
の
樹
敬
寺
さ
ん
で
は
樹

敬
寺
さ
ん
独
自
の
僧
侶
養
成
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
五

百
箇
寺
以
上
、
大
変
な
本
末
圏
を
有
し
て
い
た
安
土
の
浄
厳
院
さ
ん

で
も
間
違
い
な
く
独
自
の
僧
侶
養
成
を
お
や
り
に
な
っ
て
い
た
。
こ

れ
は
資
料
で
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
皆
が
や
っ
て
い
た
の
か
。
源
誉
慶
巖
と
い
う
後
に
有
名
に

な
る
お
坊
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
は
九
州
の
善
導
寺

さ
ん
の
後
継
住
職
が
約
束
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
制
度
に

従
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
に
行
っ
て
檀
林
に
入
っ
て
勉
強
し
直
し
て
、

江
戸
崎
に
大
念
寺
と
い
う
檀
林
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
住
職
に

な
っ
た
。
で
、
善
導
寺
さ
ん
で
は
困
っ
た
、
困
っ
た
と
言
っ
て
い
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
で
は
な
い
の
で

す
が
、
か
な
り
の
地
域
で
浄
土
宗
や
浄
土
宗
以
外
も
含
め
て
檀
林
と

い
う
幕
府
の
意
向
に
か
な
っ
た
、
必
ず
し
も
伝
統
寺
院
、
有
力
寺
院

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
昔
か
ら
の
学
問
所
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
な
事
例
が
加
味
さ
れ
て
、
江
戸
幕
府
が
認
定
し
た
檀
林
が
、

各
宗
派
と
も
組
織
づ
く
り
さ
れ
て
、
そ
こ
で
僧
侶
養
成
を
す
る
。
一

定
期
間
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
僧
侶
養
成
制
度
が
で
き
て
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
、
各
宗
派
の
中
で
は
、
修
験
、
山
伏
系
の
お
寺
が
一
番

困
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
山
間
で
、
一

山
で
幾
つ
も
宿
坊
を
抱
え
て
、
衆
徒
寺
院
、
一
山
寺
院
と
い
う
言
い

方
で
す
。
一
山
で
衆
徒
で
寺
の
護
持
運
営
を
図
っ
て
き
た
山
岳
修
験

系
の
寺
院
で
は
、
江
戸
幕
府
か
ら
清
僧
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
一

定
期
間
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
修
験
は
、

山
へ
登
っ
て
、
入
峰
体
験
を
何
回
や
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に

す
る
よ
う
な
形
で
僧
侶
養
成
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
、
き
ち
ん
と
し
た
お
坊
さ
ん
を
、
江
戸
幕
府
の
指
示
に
従

え
と
言
わ
れ
た
と
き
に
後
継
住
職
の
選
出
に
苦
労
し
て
い
ろ
い
ろ
な

ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
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あ
る
い
は
、
四
宗
兼
学
で
き
た
お
寺
さ
ん
は
、
ど
こ
か
の
宗
派
に

一
本
化
し
ろ
と
言
わ
れ
て
、
非
常
に
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
る
。

　

先
ほ
ど
、
言
い
そ
こ
ね
ま
し
た
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
ま
で

の
お
寺
の
か
な
り
多
く
の
部
分
は
、
お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
宗
派
と
ま

で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
寺
の
特
色
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
寺
は
必
ず
浄
土
宗
系
だ
と
は
言
い
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
お
坊

さ
ん
が
入
っ
て
交
流
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
江
戸
時
代
以
降
、
住
職
よ
り
も
寺
を
優
先
し
て
、
そ
の

寺
の
宗
派
の
資
格
に
従
っ
て
お
坊
さ
ん
が
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
が
明
確
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
他
宗
の
例
で
す
が
、
群
馬
県
世
良
田
に
長
楽
寺
と
い
う

有
名
な
伝
統
的
な
有
力
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
天
台
、
真
言
、

律
、
禅
、
少
な
く
と
も
四
宗
ぐ
ら
い
の
兼
学
で
、
江
戸
時
代
初
期
に

は
た
ぶ
ん
禅
系
統
が
強
か
っ
た
住
職
の
寺
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
を
南
光
坊
天
海
と
い
う
天
台
宗
の
大
立
者
が
、
こ
こ
は
元
々

天
台
宗
の
潅
頂
道
場
の
流
れ
を
引
く
寺
だ
と
言
っ
て
、
禅
宗
の
お
坊

さ
ん
を
追
っ
払
っ
て
、
天
台
宗
に
し
て
い
く
た
め
に
大
変
な
論
争
を

起
こ
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
宗
派
の
一
本
化
と
い
う
こ
と
を
江
戸
幕
府
が
要
求
し
ま

す
の
で
、
そ
の
流
れ
の
中
で
天
台
宗
で
押
し
通
す
。
修
験
の
お
寺
で

も
真
言
系
も
あ
れ
ば
天
台
系
も
あ
れ
ば
、
修
験
の
特
殊
な
流
れ
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
ど
こ
か
の
宗
派
に
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
流
れ
で
天
海
さ
ん
が
絡
ん
で
、
全
国
各
地
の
有
力
な
修
験
系
の

寺
を
天
台
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
例
が
幾
ら
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
江
戸
幕
府
の
一
般
的
な
寺
院
政
策
全
般
に
対
し
て
浄
土
宗

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
と
限
定
し

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
を
括
る
最

も
基
本
的
な
規
則
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
七
月
に
出
さ
れ

た
浄
土
宗
諸
法
度
と
い
う
三
十
五
箇
条
か
ら
成
る
精
密
な
規
則
が
江

戸
時
代
を
通
じ
て
浄
土
宗
の
基
本
の
法
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
ら
は
浄
土
宗
の
基
本
制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

三
十
五
箇
条
も
あ
り
ま
す
の
で
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
こ
と
だ
け
紹
介
し
ま
す
。
浄
土

宗
諸
法
度
の
中
の
第
一
箇
条
で
特
筆
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、
知
恩
院
に

宮
門
跡
を
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
少
し
わ
か
り
に
く
い
こ
と

な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
つ
か
、
少
し
解
説
を
い
た
し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
以
前
の
知
恩
院
の
住
職
の
任
命
権
は
お
隣
の
天
台
宗
門

跡
の
青
蓮
院
さ
ん
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
安
堵
状
や
補
任

状
が
幾
つ
も
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
。
残
念
な
が
ら
江
戸
時
代
以
前

の
知
恩
院
の
住
職
の
任
命
権
は
青
蓮
院
さ
ん
が
持
っ
て
い
た
。
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そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
徳
川
家
康
は
、
知
恩
院
さ
ん
の
面
倒
を
よ

く
見
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
家
康
が
最
初
に
や
っ
た
こ
と

は
、
浄
土
宗
に
門
跡
寺
院
を
設
置
し
て
、
青
蓮
院
か
ら
の
付
属
を
排

除
し
、
一
本
立
さ
せ
て
く
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
浄
土
宗
に
と
っ
て
、

浄
土
宗
諸
法
度
の
第
一
箇
条
は
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
家
康
の
真
意
は
非
常
に
複
雑
で
あ
り
ま
す
。
名
目
的
に
知

恩
院
に
宮
門
跡
を
置
い
て
、
対
外
的
に
他
宗
に
ひ
け
を
取
ら
な
い
よ

う
な
格
式
に
す
る
。
し
か
し
、
知
恩
院
の
宮
門
跡
は
名
目
的
な
存
在

で
あ
っ
て
、
実
務
は
住
職
と
六
役
者
が
や
れ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
頃
は
満
誉
尊
照
と
い
う
方
が
知
恩
院
の
御
住
職
で
あ
り
ま
す
。

満
誉
尊
照
さ
ん
が
、
宮
門
跡
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
し
か
る
べ
き
と

き
に
自
分
は
引
退
し
て
、
宮
門
跡
に
住
職
を
譲
る
と
言
っ
た
と
き
に
、

幕
府
側
の
意
向
は
、
門
跡
は
門
跡
。
あ
く
ま
で
知
恩
院
の
住
職
は
一

定
の
勉
強
を
し
っ
か
り
し
た
学
者
の
住
職
が
知
恩
院
の
住
職
と
し
て

実
務
を
や
っ
て
ほ
し
い
。
公
家
出
身
の
宮
門
跡
は
シ
ン
ボ
ル
だ
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
三
十
五
箇
条
の
初
め

の
ほ
う
に
、
び
っ
く
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
浄
土
宗
諸
法
度

の
中
に
化
他
五
重
、
在
家
に
対
す
る
五
重
相
伝
は
禁
止
す
る
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
法
度
を
そ
っ
て
説
明
し
て
い

ま
す
。

　

一
つ
の
例
と
し
て
、
そ
の
頃
い
ろ
い
ろ
な
お
坊
さ
ん
が
在
家
の
方

に
五
重
と
称
し
て
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
相
伝
を
し
て
い
た
事
例
が
あ
る

よ
う
で
す
。

　

知
恩
院
さ
ん
に
残
っ
て
い
る
近
世
の
資
料
の
中
で
も
、
何
と
か
と

い
う
人
が
勝
手
に
五
重
相
伝
を
し
て
困
っ
て
い
る
と
、
そ
の
近
所
の

お
寺
さ
ん
た
ち
が
知
恩
院
さ
ん
に
訴
え
て
い
る
資
料
。
あ
る
い
は
京

都
の
方
な
ら
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
京
都
の
大
原
の
奥
に
古
知

谷
阿
弥
陀
寺
が
あ
り
ま
す
。
弾
誓
さ
ん
と
い
う
大
変
有
名
な
、
あ
る

意
味
で
は
捨
世
僧
。
け
れ
ど
も
五
穀
断
ち
を
し
て
、
山
中
に
籠
っ
て
、

ひ
た
す
ら
念
仏
生
活
に
励
ん
だ
と
い
う
、
非
常
に
特
殊
な
称
念
さ
ん

の
流
れ
を
引
く
方
で
す
。
捨
世
派
の
流
れ
の
系
譜
の
中
で
も
有
名
な

お
坊
さ
ん
で
す
。

　

そ
の
方
が
俗
人
た
ち
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
そ
こ
で
念
仏
道
場
を

開
い
て
、
慶
長
年
間
の
頃
に
弾
誓
さ
ん
の
念
仏
が
大
原
で
広
ま
っ
て

い
る
と
い
う
事
例
は
間
違
い
な
く
資
料
で
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

を
京
都
所
司
代
で
あ
っ
た
板
倉
勝
重
が
い
か
に
取
り
締
ま
り
に
苦
労

し
た
か
と
い
う
資
料
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
当
時
の
社
会
背
景
の
中
に

お
坊
さ
ん
た
ち
が
念
仏
の
布
教
と
称
し
て
、
勝
手
に
在
家
の
人
々
を
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集
め
て
相
伝
を
し
て
い
た
と
い
う
弊
害
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

間
違
い
な
く
事
例
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
化
他
五
重
が
全
部
だ
め
で
あ
っ
た
か

と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、

だ
ん
だ
ん
例
外
的
な
規
則
が
た
く
さ
ん
で
き
て
い
る
。
篤
信
者
は
許

す
、
何
は
許
す
と
い
う
形
で
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
厳
格
だ
っ

た
江
戸
幕
府
も
、
浄
土
宗
の
化
他
五
重
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
解
説

書
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
五
重
も
認
め
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、

人
数
制
限
と
非
常
に
厳
格
な
化
他
五
重
を
要
求
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
ほ
か
の
宗
派
と
比
べ
て
浄
土
一
宗
を
広

く
規
制
す
る
浄
土
宗
諸
法
度
三
十
五
箇
条
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
骨
格

を
形
成
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
例
外
処
置
の
よ
う
な
も
の
が
幾

つ
か
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
基
本
的
に
ほ
か
の
宗
派
は
法
度
が
一

本
化
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
派
に
よ
っ
て
皆
異
な
り
ま
す
が
、
浄
土
宗

は
基
本
法
度
が
き
ち
っ
と
し
て
い
る
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。

　

私
が
も
う
一
方
で
勉
強
し
て
い
る
天
台
宗
は
、
関
東
天
台
宗
法
度

を
出
し
な
が
ら
、
関
東
の
有
力
寺
院
は
寺
ご
と
に
寺
内
法
度
を
た
く

さ
ん
制
定
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
一
度
関
東
天
台
宗
法
度
を

出
し
て
も
、
天
台
宗
は
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
地
方
寺
院
が
多
く
て
、
新

設
の
寛
永
寺
を
持
っ
て
し
て
も
な
か
な
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
い

な
い
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
点
、
浄
土
宗
は
、
徳
川
家
お
抱
え
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、

そ
の
意
向
が
強
く
働
い
た
せ
い
か
、
他
宗
派
に
比
べ
れ
ば
、
比
較
的

江
戸
幕
府
の
宗
教
行
政
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
と
い
う
要
素
は
あ
り

ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
浄
土
宗
が
江
戸
時
代
に
非
常
に
大
き
く
発
展
し
た
理

由
と
し
て
、
将
軍
家
、
徳
川
家
が
浄
土
宗
を
厚
く
保
護
し
て
く
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
寺
院
が
、
地
方
の
寺
院
の
僧
侶
の

ご
活
躍
は
も
ち
ろ
ん
認
め
ま
す
が
、
大
勢
か
ら
言
え
ば
、
徳
川
家
が

浄
土
宗
に
帰
依
し
て
く
れ
た
こ
と
が
非
常
に
大
き
な
理
由
だ
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
話
は
三
河
の
松
平
家
と
浄
土
宗
の
結
び
付
き
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
知
恩
院
歴
代
ご
住
職
の
中
に
、

江
戸
幕
府
以
前
、
超
誉
存
牛
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
三
河
の
信
光
明
寺
か
ら
上
が
ら
れ
た
松
平
一
門
の
ご
出
身
の
方

で
す
。

　

徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開
く
の
が
慶
長
八
年
で
す
が
、
そ
れ
よ

り
ず
っ
と
早
い
天
正
年
間
に
も
う
知
恩
院
さ
ん
と
い
ろ
い
ろ
接
点
を

持
っ
て
交
流
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
徳
川
家
康
の
お
母
さ
ん
、
水
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野
氏
、
皆
、
小
石
川
の
伝
通
院
と
し
か
つ
な
が
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

徳
川
家
康
の
お
母
さ
ん
は
伏
見
で
亡
く
な
ら
れ
て
、
慶
長
八
年
に
知

恩
院
さ
ん
で
ご
葬
儀
を
さ
れ
ま
す
。
確
か
増
上
寺
で
は
伝
通
院
殿
と

称
し
ま
す
が
、
知
恩
院
さ
ん
で
は
ご
法
名
は
徳
泰
院
殿
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
最
初
に
京
都
で
葬
儀
を
お
や
り
に
な
っ
て
か
ら
後
に

江
戸
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
ご
く
早
い
時
期
か
ら
知
恩
院
さ
ん
と
松
平

家
が
接
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
家
康
は
関
八
州
、
江
戸
に
所

在
地
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

今
ま
で
の
三
河
の
松
平
家
の
菩
提
寺
大
樹
寺
に
代
わ
っ
て
、
新
し

く
江
戸
で
浄
土
宗
寺
院
を
お
求
め
に
な
ら
れ
る
。
そ
れ
が
諸
般
の
事

情
が
あ
り
ま
す
が
、
増
上
寺
が
選
ば
れ
る
。
そ
れ
以
降
、
増
上
寺
が

徳
川
家
、
将
軍
家
の
菩
提
寺
と
し
て
重
用
さ
れ
、
非
常
に
発
展
を
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
で
家
康
の
信
仰
を
物
語
る
と
き
に
、
家
康
は
、
日
課
誓
約

念
仏
を
口
で
唱
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
日
課
念
仏
を
筆

で
お
書
き
に
な
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
『
大
日
本
史
料
』
と
い
う
日
本
で
一
番
歴
史
の
権
威
書
で

あ
る
史
料
集
で
も
、
戦
前
に
出
さ
れ
た
あ
の
部
分
で
は
、
徳
川
家
康

の
亡
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
自
筆
の
日
課
誓
約
念
仏
が
載
っ
て
お
り

ま
す
。
か
つ
て
そ
れ
は
家
康
の
念
仏
信
仰
を
物
語
る
最
も
代
表
的
な

資
料
と
し
て
有
名
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

数
多
く
の
家
康
自
筆
と
言
わ
れ
る
日
課
誓
約
念
仏
は
、
徳
川
義
宣

さ
ん
と
い
う
ご
三
家
の
ご
当
主
で
十
年
ぐ
ら
い
前
に
亡
く
な
ら
れ
た

方
が
、『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
と
い
う
厚
い
二
冊
本
を
出
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
研
究
の
代
表
的
な
も
の
は
、
中
村
孝
也
先
生
の
四
冊
本
で
す
。

そ
れ
以
外
に
漏
れ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
と
こ
ろ
を

徳
川
さ
ん
ご
自
身
で
二
冊
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
冊
の
か
な

り
の
部
分
は
こ
の
日
課
念
仏
を
別
人
の
誰
が
書
い
た
も
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
証
な
さ
る
た
め
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
い
る
本
で
す
。

そ
の
詳
細
を
申
し
上
げ
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
警
告
だ
け
申

し
上
げ
ま
す
。

　

恐
れ
入
り
ま
す
が
、
家
康
の
念
仏
信
仰
を
語
る
と
き
に
か
な
り
多

く
の
方
々
が
、
一
番
端
的
な
資
料
と
し
て
、
家
康
の
自
筆
の
日
課
念

仏
を
使
っ
て
、
こ
れ
ぐ
ら
い
家
康
の
念
仏
信
仰
は
強
烈
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
ご
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
多
々
あ
っ
た
と
承
っ

て
お
り
ま
す
。

　

一
年
ぐ
ら
い
前
で
し
ょ
う
か
、
浄
土
宗
新
聞
も
こ
れ
の
コ
ラ
ム
を

つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
国
立
博
物
館
に
残
っ
て

い
る
家
康
の
自
筆
と
言
わ
れ
る
も
の
を
写
真
版
で
載
せ
ま
し
た
。
こ
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の
写
真
版
を
要
請
し
た
と
き
に
、
こ
れ
は
伝
で
す
が
と
、
国
立
博
物

館
側
が
言
っ
た
と
い
う
の
は
、
国
立
博
物
館
は
徳
川
義
宣
さ
ん
の
研

究
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
の
我
々
は
、
浄
土
宗
の

お
坊
さ
ん
方
に
大
変
便
利
な
資
料
で
す
が
、
そ
れ
を
家
康
の
念
仏
信

仰
の
象
徴
だ
と
お
使
い
に
な
る
こ
と
は
お
避
け
い
た
だ
き
た
い
。

　

も
う
一
つ
、
も
の
す
ご
く
長
文
の
二
代
将
軍
秀
忠
の
奥
方
で
あ
る

崇
源
院
殿
、
お
江
に
与
え
た
お
手
紙
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
家
康
の

念
仏
信
仰
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
格
好
の
資
料
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
も
残
念
な
が
ら
本
物
で
は
な
い
と
い
う
見
解
の
ほ
う
が
圧
倒
的
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
使
わ
な
く
て
も
三
河
の
大
樹
寺
に
幾
ら
で
も

資
料
が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
使
っ
て
ご
説
明
い
た
だ

き
た
い
と
、
少
し
ご
警
告
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
江
戸
時
代
に
全
国
に
散
ら
ば
っ
て
い
っ
た
体
制
派
、

檀
林
で
勉
強
し
た
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
に
対

し
て
、
反
体
制
派
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
主
流
の
お
坊
さ
ん
と
は
違

っ
て
、
も
う
少
し
別
の
形
、
檀
林
教
育
と
は
別
に
ひ
た
す
ら
念
仏
の

実
践
に
非
常
に
励
ま
れ
た
別
の
流
れ
の
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

そ
の
方
々
を
一
つ
の
系
譜
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
師
弟
関
係

に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
微
妙
で
す
が
。
檀
林
住
職
、
有
力
寺
院

の
住
職
を
踏
ん
で
昇
格
し
て
い
く
系
列
の
方
に
対
し
て
、
ひ
た
す
ら

特
定
の
寺
院
で
お
念
仏
生
活
に
励
ま
れ
る
タ
イ
プ
の
お
坊
さ
ん
方
、

中
枢
か
ら
離
れ
て
ひ
た
す
ら
静
か
な
と
こ
ろ
で
お
念
仏
中
心
の
生
活

を
送
ら
れ
た
方
々
。
現
在
で
は
捨
世
派
の
人
々
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
特
に
世
俗
的
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
お
坊
さ
ん
に
対

し
て
、
戒
律
を
非
常
に
遵
守
し
て
、
律
を
重
視
す
る
律
院
的
な
、
そ

れ
を
興
律
派
と
言
い
ま
す
。
律
を
中
心
と
し
た
そ
の
当
時
の
お
坊
さ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
た
く
さ
ん
お
坊
さ
ん
に
対
す
る
取
締
の
規
則
が
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
私
の
見
方
は
、
江
戸
幕
府
は
非
常
に

お
坊
さ
ん
の
風
俗
に
対
し
て
強
い
取
り
締
ま
り
の
意
識
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
幕
府
の
制
度
は
先
に
出
す
こ
と
は
余
り

な
い
。
事
が
起
こ
っ
て
か
ら
た
く
さ
ん
規
則
を
制
定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぐ
ら
い
た
く
さ
ん
、
規
則
、
法
度
を
制
定
し
て
取
り
締
ま
り

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
お
坊
さ
ん
の
生
活
が
世
俗
化
し
て
乱

れ
て
い
た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
規
則
が
出
さ
れ
た
と
い
う
の
が
私
の

認
識
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
捨
世
派
、
知
恩
院
さ
ん
の
上
の
一
心
院
さ
ん
を

開
か
れ
た
称
念
上
人
、
あ
る
い
は
厳
島
の
以
八
上
人
、
あ
る
い
は
さ

っ
き
の
弾
誓
上
人
、
そ
れ
か
ら
鹿
ケ
谷
の
忍
澂
上
人
。
私
は
、
忍
澂

上
人
は
も
う
少
し
別
の
見
方
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
捨

世
の
大
立
者
で
す
。
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そ
れ
か
ら
、
き
ょ
う
お
み
え
の
長
谷
川
匡
俊
先
生
が
ご
研
究
さ
れ

た
関
通
上
人
、
多
く
の
方
々
が
研
究
さ
れ
た
徳
本
上
人
、
時
代
的
に

合
わ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
方
々
が
檀
林
の

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
学
識
者
で
あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
徳
本
も
江
戸

に
出
て
き
て
、
お
坊
さ
ん
の
形
式
は
整
え
ま
す
が
、
ひ
た
す
ら
ご
自

身
で
修
行
さ
れ
て
体
得
さ
れ
て
念
仏
行
者
と
し
て
有
名
で
、
そ
れ
を

江
戸
で
出
て
き
て
布
教
な
さ
る
と
き
に
一
宗
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
は

困
る
の
で
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
の
形
式
を
整
え
た
方
だ
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
よ
う
な
捨
世
派
の
方
々
に
よ
る
隠
れ
た
努
力
、
あ
る
い
は
称

念
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
、
弾
誓
さ
ん
、
徳
本
さ
ん
、
霊
譚
さ
ん
、

義
燈
さ
ん
の
よ
う
な
方
々
に
、
戒
律
を
非
常
に
重
視
し
て
お
坊
さ
ん

と
し
て
の
生
活
、
念
仏
生
活
に
励
ま
れ
る
方
々
、
ひ
た
す
ら
世
俗
を

断
っ
て
念
仏
を
実
践
さ
れ
た
方
々
と
、
檀
林
経
由
で
昇
格
し
て
い
っ

て
、
全
国
各
地
で
活
躍
さ
れ
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
お
坊
さ
ん
と
が

相
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
形
で
江
戸
時
代
に
た
く
さ
ん
の
浄
土
宗
寺
院

が
開
か
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
発
展
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
方
々
の
努
力

が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
ま
せ
ん
。
尊
重
す
べ
き
で
す
。
け
れ
ど
も
、

一
番
大
き
な
理
由
は
徳
川
家
が
浄
土
宗
に
帰
依
を
し
て
く
れ
た
。
そ

の
こ
と
が
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
発
展
の
非
常
に
大
き
な
要
素
で
す
。

　

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
徳
川
家
の
宗
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
全

国
の
諸
大
名
た
ち
、
武
士
た
ち
が
自
分
の
菩
提
寺
と
し
て
浄
土
宗
寺

院
を
積
極
的
に
取
り
立
て
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
少
し
話
が
飛
躍
し
ま
す
が
、
江
戸
時
代
、
全
国
の
大

名
た
ち
が
領
国
内
に
東
照
宮
勧
請
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
ま
す
。
江

戸
時
代
に
東
照
宮
を
各
大
名
た
ち
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
の
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
徳
川
家
に
忠
誠
を
誓
う
、
家
康
を
祀
っ
た
東
照
宮

を
各
藩
の
大
名
た
ち
が
自
分
の
領
国
内
に
勧
請
す
る
こ
と
が
一
つ
の

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。

　

そ
こ
ま
で
い
く
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
全
国
各
地
の
大

名
た
ち
が
非
常
に
積
極
的
に
浄
土
宗
寺
院
を
保
護
し
て
く
れ
て
い
る

事
例
は
幾
ら
で
も
出
せ
ま
す
。
徳
川
の
ご
三
家
は
も
ち
ろ
ん
、
親
藩

も
も
ち
ろ
ん
で
す
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
も
大
名
た
ち
が
徳
川
家

を
菩
提
寺
と
し
て
抱
え
る
こ
と
は
、
少
し
積
極
的
な
解
釈
で
す
が
、

東
照
宮
を
勧
請
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
将
軍
家
に
忠
誠
を
誓
う

一
つ
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
な
り
得
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
各
藩
で
有
力
寺
院
と
し
て
非
常
に
力
を
持
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
の
寺
院
数
が

発
展
し
、
力
を
持
ち
得
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
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ト
ー
タ
ル
な
括
り
と
し
て
、
次
に
行
く
前
提
と
し
て
ま
と
め
ま
す
。

江
戸
時
代
の
社
会
の
体
制
は
大
名
や
武
士
た
ち
が
社
会
の
主
流
を
占

め
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
各
宗
派
の
中
で
、
江
戸
時

代
の
社
会
の
大
勢
、
主
流
を
占
め
た
人
々
の
信
頼
を
得
た
こ
と
が
浄

土
宗
発
展
の
基
礎
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

歴
史
を
ず
っ
と
研
究
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
ど
の
宗
派
が
ど
の

時
代
に
ど
の
よ
う
な
形
で
発
展
し
た
か
と
い
う
括
り
の
中
で
、
社
会

の
体
制
の
主
流
の
支
持
を
受
け
た
宗
派
が
そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
で

一
番
発
展
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
、
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
が
発
展
し
得
た
大
き
な
要
素
と
し
て
、

江
戸
時
代
を
動
か
し
得
た
大
き
な
流
れ
で
あ
る
大
名
や
武
士
た
ち
と

接
点
を
持
ち
得
た
こ
と
が
、
浄
土
宗
発
展
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
現
在
の
問
題
に
入
り
ま
す
。
言
い
た
い
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
今
、
要
旨
の
左
側
を
対
照
に
し
な
が
ら
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
で
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

こ
う
い
う
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
浄

土
宗
寺
院
と
し
て
、
い
か
に
今
後
の
活
動
を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

が
大
き
な
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
寺
院
が
元
気
が
よ
か
っ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
が
現
代
の
浄
土
宗
寺
院
の
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
ど
う
寄
与

で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
の
兼
ね
合
い
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
の
歴
史
の
流
れ
を
知
ら
な
い
で
次
の
時
代
を
語
る
よ
り
も
、
こ
れ

ま
で
の
歴
史
を
参
考
に
し
た
ほ
う
が
先
が
絞
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
総
論
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。
明
ら
か
に
江
戸

幕
府
崩
壊
後
、
檀
家
制
度
は
拘
束
力
が
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
江

戸
幕
府
は
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
檀
家
制
度
を
つ

く
っ
た
。
こ
れ
は
寺
院
側
の
働
き
か
け
で
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、

江
戸
幕
府
が
政
策
的
に
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
江
戸
幕
府
が
崩
壊
し
た
瞬
間
、
必
ず
一
定
の
寺
院
に

帰
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
は
、
一
般
の
檀
家
に
な
く

な
っ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
檀
家
へ
の
拘
束
力
が
な
く
な
っ

た
わ
け
で
す
。

　

明
治
以
降
、
さ
ら
に
現
在
、
少
な
く
と
も
檀
家
制
度
は
あ
っ
て
も
、

か
つ
て
の
江
戸
時
代
の
よ
う
な
檀
家
に
対
す
る
寺
側
の
拘
束
力
を
発

揮
で
き
る
よ
う
な
機
能
は
有
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ご
承
知
お

き
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
改
め
て
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
口
の
減
少
化
傾
向
の
中
で
、
特
に
地
方
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で
は
、
お
年
寄
り
の
片
方
が
亡
く
な
れ
ば
檀
家
が
一
軒
減
る
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
地
方
で
は
ど
ん
ど
ん
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
お
寺
だ
け

で
は
な
く
、
地
方
都
市
の
消
滅
論
ま
で
で
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
れ
に
伴
う
お
寺
も
間
違
い
な
く
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宗
教
学
、
仏
教
学
、
歴
史
学
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の

評
価
の
中
で
、
こ
の
戦
後
の
社
会
は
新
興
宗
教
の
台
頭
が
、
宗
教
の

一
つ
の
動
向
の
中
で
明
ら
か
で
あ
り
、
後
世
に
は
新
興
宗
教
の
台
頭

が
歴
史
的
事
実
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
新
興
宗
教
が
台
頭
し
た
か
。
こ
れ
は
檀
家
制
度
で
も
何
で
も

な
く
て
、
個
人
を
接
点
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
て
、
そ
の
教

化
方
法
、
布
教
方
法
に
つ
い
て
ご
意
見
が
あ
る
人
た
ち
も
少
な
く
と

も
、
そ
の
よ
う
な
形
で
活
動
を
し
て
、
信
頼
を
得
て
い
っ
て
い
る
事

実
は
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
相
対
的
に
言
え
ば
、
既
成
寺
院

に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
要
素
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
公
教
育
、
学
校
教
育
の
中
で
原
則
と
し
て
宗

教
教
育
は
や
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
特
定
の
宗
派
教
育
は
や
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。
私
立
学
校
は
別
で
す
が
。
戦
後
の
学
校
教
育
を
受
け
た
、

そ
う
い
う
方
々
が
親
で
あ
り
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
子
ど
も
や
孫
を
育
て
て
い
る
時

代
で
す
。

　

檀
家
制
度
が
な
く
な
り
、
戦
前
の
寺
、
宗
教
観
を
持
っ
て
い
た

人
々
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
き
て
、
全
く
宗
教
意
識
を
持
た
な
い
ま
ま

教
育
を
受
け
た
方
々
が
お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
を
育
て
て
い
る
。
そ

う
い
う
方
々
が
今
、
社
会
の
大
勢
を
占
め
て
い
る
。

　

お
寺
側
か
ら
言
え
ば
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ご
先
祖
の

供
養
は
当
た
り
前
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
教
育
を

受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
方
々
が
子
育
て
を
し
て
い
る
。
そ
の

方
々
の
意
識
の
中
で
、
我
々
が
常
識
だ
と
思
っ
て
い
る
宗
教
観
を
言

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
通
用
し
な
い
。
そ
う
い
う
方
々
に
い
か
に
対
応
す

る
か
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
問
題
と
し
て
葬
送
儀
礼
の
変
化
も
、
全
国
と
は
申
し
ま
せ
ん

が
、
都
市
近
郊
で
は
圧
倒
的
に
家
族
葬
と
称
す
る
よ
う
な
小
規
模
の

葬
儀
が
主
流
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
東
京
は
も
っ
と
す
ご
い
と
思
い

ま
す
。

　

葬
送
儀
礼
の
変
化
の
中
で
ど
う
す
る
か
、
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
い

で
す
。
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
お
寺
さ
ん
が
同
じ
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
挙
げ
れ
ば
き
り
は
な
い
の
で
す
が
、
総
論
と
し
て
、
現
在
、

寺
院
に
と
っ
て
は
非
常
に
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
強
い
社
会
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
と
こ
ろ
は
た
ぶ
ん
表
現
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
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ま
す
が
、
ご
認
識
に
差
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
浄
土
宗
と
し
て
は
ど
う
な
の
か
。
少
し
浄
土
宗

に
限
っ
て
申
し
ま
す
。
私
が
不
勉
強
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
各

論
の
北
海
道
寺
院
か
ら
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
先
ほ
ど
、
北
海
道
は

元
禄
年
間
の
寺
院
書
き
上
げ
も
な
か
っ
た
。
イ
コ
ー
ル
、
主
と
し
て

北
海
道
の
寺
院
は
明
治
以
降
に
発
展
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
江
戸
自
体
に
も
あ
り
ま
す
が
、
明
治
以
降
に
発
展
し
た
お
寺
が

多
数
だ
と
思
い
ま
す
。

　

北
海
道
の
お
寺
さ
ん
は
江
戸
幕
府
の
既
存
の
檀
家
制
度
に
よ
っ
て

た
っ
て
い
な
い
は
ず
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
北
海
道
は
場
所

に
よ
っ
て
は
公
園
墓
地
み
た
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
寺
内
帰
属
墓

地
と
い
う
形
で
は
寺
に
付
属
し
た
墓
地
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
競
争
の
原
理
が
働
い
て
い
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

　

北
海
道
の
方
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
寺
の
具
体
的
な
名
前
を

出
し
ま
す
の
で
間
違
い
が
あ
れ
ば
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。
私
は

個
人
的
に
、
歴
史
が
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
既
存
の
檀

家
制
度
と
は
別
に
新
し
い
形
で
非
常
に
発
展
し
て
い
る
と
思
う
お
寺

を
二
つ
出
し
ま
す
。

　

一
つ
は
函
館
の
称
名
寺
さ
ん
、
も
う
一
つ
は
札
幌
の
新
善
光
寺
さ

ん
で
す
。
小
樽
の
天
上
寺
さ
ん
は
ニ
シ
ン
の
捕
れ
た
時
期
と
関
係
が

あ
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。
函
館
に
友
だ
ち
が
い
ま
す
。

函
館
の
ご
寺
院
の
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
函
館
は
三
つ
の

お
寺
が
全
寺
院
の
檀
家
の
半
分
以
上
を
押
さ
え
て
い
る
。
ほ
か
の
寺

で
そ
の
三
つ
の
寺
の
残
り
を
分
け
合
っ
て
い
る
。

　

函
館
の
称
名
寺
さ
ん
の
場
合
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
明
治

以
降
、
急
激
に
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
新
善
光
寺
さ

ん
も
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
急
激
に
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も

檀
家
制
度
を
前
提
と
し
て
考
え
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
二
箇
寺
は
新

し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
元
に
あ
の
よ
う
な
発
展
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

だ
か
ら
檀
家
制
度
の
崩
壊
を
問
題
に
さ
れ
た
と
き
に
、
檀
家
制
度

に
依
存
し
な
か
っ
た
お
寺
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
も
う
少
し
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

北
海
道
で
は
な
い
の
で
す
が
、
青
森
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

ね
。
青
森
は
伝
統
的
に
は
津
軽
が
中
心
地
だ
と
思
い
ま
す
。

　

青
森
市
は
明
治
以
降
に
急
激
に
発
展
し
た
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

あ
そ
こ
の
正
覚
寺
さ
ん
も
明
治
以
降
に
発
展
し
た
港
町
に
し
て
は
、

な
ぜ
明
治
以
降
あ
れ
だ
け
の
檀
家
数
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
。
あ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
檀
家
制
度

の
崩
壊
と
は
別
の
意
味
で
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
原
点
を
考
え
さ
せ
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て
い
た
だ
く
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
事
例
は
檀
家
制
度
の
崩
壊
と
は
別
の
形
で
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
個
人
的
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

群
馬
県
太
田
大
光
院
は
檀
林
寺
院
で
す
。
こ
の
お
寺
は
元
々
徳
川

家
の
ご
先
祖
と
目
さ
れ
る
新
田
義
重
、
義
貞
の
菩
提
寺
と
し
て
江
戸

幕
府
が
再
興
し
た
寺
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
寺
に
呑
竜
と
い
う
方
が

招
か
れ
て
開
山
と
し
て
入
っ
た
寺
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
太
田
大
光
院
が
明
治
以
前
、
新
田
家
、
徳
川
家
お
抱
え
の
寺
、

有
力
寺
院
で
す
が
、
檀
家
は
一
つ
も
な
か
っ
た
寺
で
す
。
そ
れ
が
明

治
以
降
に
な
っ
て
、
土
地
も
特
権
も
全
部
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
そ

の
瞬
間
、
太
田
の
大
光
院
が
ど
の
よ
う
に
物
の
見
事
に
転
身
し
た
か
。

こ
れ
は
事
例
と
し
て
、
今
、
呑
竜
会
と
い
う
呑
竜
さ
ん
の
こ
と
を
い

ろ
い
ろ
と
検
証
な
さ
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
寺
は
明
治
の
維
新
期
の
御
住
職
は
後
に
知
恩
院
へ
上
が
ら
れ

る
日
野
霊
瑞
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
日
野
霊
瑞
上
人
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
た
か
。
特
権
も
土
地
も
皆
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ

て
、
大
光
院
は
な
っ
て
い
か
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
、
日
野
霊
瑞
上
人
は
何
を
お
考
え
に
な
ら
れ
た
か
。
呑
竜

講
イ
コ
ー
ル
、
か
つ
て
ほ
ど
の
影
響
力
は
な
い
の
で
す
が
、
今
で
も

伝
わ
っ
て
い
る
子
育
て
呑
竜
と
い
う
形
で
呑
竜
講
を
関
東
各
地
に
た

く
さ
ん
の
講
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
お
参
り
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
こ
そ
動
物
園
が
で
き
て
、

お
店
が
で
き
る
ほ
ど
、
一
時
期
関
東
各
地
に
講
が
で
き
て
、
毎
日
お

参
り
が
た
く
さ
ん
き
て
、
物
の
見
事
に
徳
川
家
、
新
田
氏
関
係
の
寺

院
か
ら
庶
民
の
寺
に
転
向
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
呑
竜
上
人
が
か
っ
て
禁
制
の
鶴
を
獲
っ
た
子
ど
も
を
匿

っ
た
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。
赤
城
山
の
ほ
う
に
引
退
を
さ
れ
て
、

幕
府
の
譴
責
を
受
け
た
。
そ
れ
で
も
お
子
さ
ん
を
匿
わ
れ
て
譴
責
を

受
け
た
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
知
っ
て
い
る
呑
竜
さ
ん
の
経
歴
の
中
で
子
育
て
が
ど
こ
に
な

る
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
呑
竜
さ
ん
が
幕
府
代
官
の
譴
責
を
受

け
な
が
ら
禁
制
の
鶴
を
獲
っ
た
子
ど
も
を
匿
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と

し
て
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
非
常
に
効
果
的
に

転
用
さ
れ
て
、
子
育
て
呑
竜
、
剃
刀
頂
戴
と
言
っ
て
、
カ
ミ
ソ
リ
を

当
て
て
や
る
と
丈
夫
に
育
つ
と
い
う
形
で
関
東
各
地
で
呑
竜
講
の
分

身
を
つ
く
ら
れ
て
、
戦
前
ま
で
は
非
常
に
活
況
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

　

戦
後
は
、
開
山
講
を
や
っ
て
も
、
お
店
も
動
物
園
も
な
く
な
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
か
っ
て
の
名
声
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
か
っ
て
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の
将
軍
家
お
抱
え
の
寺
が
物
の
見
事
に
庶
民
の
寺
と
し
て
転
向
さ
れ

て
素
晴
ら
し
い
生
き
残
り
の
活
動
を
さ
れ
た
と
い
う
事
例
で
す
。

　

そ
れ
が
戦
後
、
少
し
退
廃
し
て
き
て
い
る
。
檀
家
制
度
あ
る
い
は

江
戸
時
代
の
幕
府
の
保
護
を
受
け
た
あ
と
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
か
と
い
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
日
野
霊
瑞
上
人
が
太
田
の
大

光
院
で
取
ら
れ
た
子
育
て
呑
竜
と
い
う
方
向
転
換
は
、
考
え
方
と
し

て
庶
民
教
化
と
い
う
意
味
で
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
知
恩
院
さ
ん
が
や
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
お
手
つ
ぎ

運
動
。
今
、
全
国
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
五
重
相
伝
。
こ
う

い
う
の
は
浄
土
宗
に
限
っ
た
念
仏
運
動
で
あ
り
ま
す
の
で
、
大
切
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
が
少
し
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
こ
と
は
、
我
々

浄
土
宗
僧
侶
が
考
え
て
い
る
以
上
に
全
国
に
お
け
る
念
仏
の
認
識
率
。

一
般
の
人
た
ち
が
念
仏
に
持
っ
て
い
る
認
識
率
は
残
念
な
が
ら
非
常

に
低
い
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
五
重
相
伝
や
お
手
つ
ぎ
運
動
は
浄
土
宗
の
念
仏
運
動

と
し
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。
で
す
け
れ
ど
も
、
五

重
相
伝
や
お
手
つ
ぎ
運
動
は
残
念
な
が
ら
限
定
さ
れ
た
方
々
に
対
す

る
念
仏
運
動
で
す
。
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

限
定
さ
れ
た
方
々
に
対
す
る
念
仏
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、

お
ま
え
、
何
が
で
き
る
ん
だ
、
何
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ

と
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
結

論
は
最
後
の
対
策
の
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
。

　

今
、
檀
家
制
度
は
江
戸
幕
府
が
つ
く
っ
た
人
為
的
な
制
度
だ
か
ら

と
否
定
的
な
発
言
を
し
た
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
の
寺
院
に
と
っ
て
檀
家
制
度
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
に

骨
格
を
置
く
こ
と
は
絶
対
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
否
定
し
て

次
に
何
が
あ
る
ん
だ
と
言
う
と
、
次
に
そ
れ
に
変
わ
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
檀
家
制
度
は
極
め
て
大
事
だ
、
大
切
に
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
は
申
し
上
げ
ま
す
が
、
次
に
お
願
い
を
し
た
い
こ
と
は
ご
住
職

各
位
の
意
識
改
革
が
間
違
い
な
く
必
要
で
す
。
意
識
改
革
は
た
く
さ

ん
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
な
言
い
方
を
し
ま
す
。

　

私
は
違
う
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
お
許
し
を
い
た
だ
き

た
い
。
概
し
て
お
坊
さ
ん
は
お
檀
家
の
方
々
に
対
し
て
抽
象
的
な
言

い
方
で
す
が
上
か
ら
目
線
で
す
。
も
っ
と
お
寺
さ
ん
は
お
檀
家
に
も

周
り
の
方
々
に
も
同
じ
目
線
で
、
同
じ
よ
う
な
立
場
で
尊
重
し
合
わ

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
ご
住
職
の
こ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
上
か
ら
目

線
は
今
後
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
言
葉
足
ら
ず
で
す
が
先
へ
進

み
ま
す
。
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寺
院
は
も
っ
と
積
極
的
に
社
会
貢
献
を
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

寺
は
大
き
な
建
物
と
土
地
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
お
寺
を
も
っ

と
檀
家
だ
け
で
は
な
く
地
域
の
多
く
の
人
々
に
開
放
す
る
。
こ
れ
も

認
識
は
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
ど
も
は
地
域
の
ご
葬
儀
で
、

生
身
の
ご
遺
体
は
本
堂
に
入
れ
な
い
と
言
っ
て
本
堂
で
は
ご
葬
儀
を

や
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
地
方
、
地
域
に
よ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
内
陣
に
上
げ
て
は
い
か
ん
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
の
社
会
状
況
を
考
え
ま
す
と
、
自
宅
で
の
ご
葬
儀
が
不
可
能
な

時
代
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
規
則
上
難
し
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
課
税
の
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
他
宗
の
人
々

に
ま
で
開
放
し
て
葬
祭
業
を
や
れ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

せ
っ
か
く
の
大
き
な
本
堂
を
も
っ
と
多
角
的
に
開
放
し
て
い
い
の

で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
明
治
以
降
、
幼
稚
園
活
動
と
か
児
童
教
化

活
動
を
寺
院
が
積
極
的
に
や
っ
た
時
代
が
、
一
つ
の
方
策
と
し
て
あ

り
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
幼
稚
園
は
地
域
に
よ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人

口
問
題
が
あ
っ
て
、
頭
打
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
行
き
過
ぎ
た
言
い
方

を
す
れ
ば
、
養
護
施
設
、
特
養
の
よ
う
な
も
の
に
寺
の
ス
ペ
ー
ス
を

活
用
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
行
き
過
ぎ
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
お
寺
を

開
放
し
て
お
年
寄
り
た
ち
の
憩
い
の
場
、
全
国
各
地
で
施
設
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
う
い
う
の
と
は
別
に
か
っ
て
念
仏
講
、
観
音
講
、
お
斎

を
寺
で
や
っ
て
い
た
時
代
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
お
り
ま
す
。

　

人
が
集
ま
る
こ
と
の
で
き
る
広
い
場
所
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
少

し
社
会
に
開
放
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
の
と
こ
ろ
に
つ

な
が
っ
て
き
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
か
ら
の
お
寺
は
檀
家
だ
け
を
対
象

と
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
社
会
は
一
般
の
多
く
の
方
々
が
社
会

の
主
流
だ
と
思
い
ま
す
。
檀
家
と
い
う
よ
り
も
個
人
個
人
が
も
っ
と

問
題
に
な
る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。

　

檀
家
だ
け
で
は
な
く
も
っ
と
地
域
の
人
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
テ
ィ

と
し
て
、
多
少
宗
教
的
な
も
の
が
あ
っ
て
も
結
構
で
す
が
、
時
間
的

に
余
裕
の
あ
る
お
年
寄
り
の
方
々
が
何
か
、
念
仏
講
で
集
ま
っ
て
も

ら
う
、
百
万
遍
で
集
ま
っ
て
も
ら
う
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
も
っ
と
い

い
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
何
月
何
日
に
お
寺
に
行
け

ば
、
皆
集
ま
っ
て
き
て
お
茶
会
が
で
き
る
と
い
う
形
で
も
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

も
う
少
し
お
寺
が
、
地
域
の
一
般
の
方
々
に
開
か
れ
た
姿
勢
を
取

っ
て
い
く
。
ト
ー
タ
ル
と
し
て
何
が
言
い
た
い
か
と
言
う
と
、
も
っ

と
一
般
の
社
会
の
方
々
、
現
在
の
社
会
の
主
流
を
占
め
る
多
く
の

方
々
に
接
点
を
持
ち
得
る
よ
う
な
施
策
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
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え
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
考
え
て
、
五
重
相
伝
、
お
手
つ
ぎ
運
動
は

も
ち
ろ
ん
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
々
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
も

っ
と
一
般
の
方
々
に
念
仏
に
関
心
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
簡
便
な
方
法
を
も
う
少
し
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
若

い
世
代
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
先
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
お
年

寄
り
が
減
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
特
定
の
方
々
だ
け
で
は
こ
れ

ま
で
の
社
会
の
流
れ
の
大
勢
を
動
か
す
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
ご
住
職
の
方
々
、
も
う
少
し
ご
自
身
の
目
線
を
下
げ

て
い
た
だ
い
て
、
一
般
の
方
々
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
た
だ
い
て
、

お
寺
を
積
極
的
に
開
放
し
て
、
多
く
の
方
々
に
接
点
を
お
寺
に
持
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
。

　

た
だ
、
浄
土
宗
で
す
か
ら
、
そ
の
と
き
で
き
得
れ
ば
念
仏
を
、
い

き
な
り
押
し
付
け
て
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
初
め
か
ら
押
し

付
け
な
い
で
、
順
番
に
、
段
階
的
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

く
方
法
を
お
考
え
い
た
だ
か
な
い
と
困
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
う
一
つ
だ
け
、
思
い
切
っ
た
こ
と
を
申
し
ま
す
。
社
会
で
も
問

題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
浄
土
宗
寺
院
、
女
性
住
職
の
積
極
的
な
ご
活

躍
を
も
っ
と
お
願
い
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
何
と
な

く
女
性
住
職
と
言
う
と
か
つ
て
の
尼
僧
さ
ん
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

お
持
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
浄
土
宗
の
宗
規
、
ど
こ
の
宗
規
で
も
同
じ
で
す
が
、
結
婚

を
し
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
き
ち
っ
と
僧
侶
資
格
を
取
れ
ば
女
性
住

職
を
お
認
め
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
、
そ
の
よ
う
な
方
々
を

積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
務
住
職
対
策
も

地
方
寺
院
で
、
寺
で
単
独
で
、
大
変
で
、
後
継
ぎ
に
寺
一
本
は
無
理

だ
よ
。
な
か
な
か
後
継
者
が
育
た
な
い
こ
と
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
暴
言
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
申
し
ま
す
。
女
性
住

職
の
ご
活
躍
、
場
と
い
う
も
の
を
宗
派
と
し
て
お
考
え
い
た
だ
く
こ

と
も
、
必
ず
し
も
浄
土
宗
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
今
後
の
浄
土

宗
の
寺
院
活
動
の
中
で
考
え
る
要
素
に
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

ま
と
ま
り
の
な
い
形
で
思
い
つ
く
ま
ま
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
も
う
少
し
切
り
込
み
た
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
非
常
に
ア
バ
ウ
ト
な
言
い
方

で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　

長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
勝
手
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
失
礼
い

た
し
ま
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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江
戸
時
代
の
浄
土
宗
と
現
代
浄
土
宗
寺
院
の
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
時
代

　
　
　
　
浄
土
宗
寺
院
数
　
　
6
8
0
0（
7
0
0
0
以
上
）

　
　

総論

┌││││┤││││└

幕
府
の
寺
院
政
策

宗
門
人
別
改
め
、
檀
家
制
度

本
末
制
度

触
頭
制
度

檀
林
制
度

各論

┌││┤││└

浄
土
宗
諸
法
度

徳
川
家
と
浄
土
宗
（
家
康
自
筆
の
日
課
念
仏
は
偽
作
）

捨
世
派
と
興
律
派

発展の理由

┌││┤││└

浄
土
宗
は
将
軍
徳
川
家
の
帰
依
を
う
け
た
結
果

諸
大
名
や
武
士
の
新
任
を
受
け
寺
院
数
が
増
加
し
た
。

江
戸
時
代
の
社
会
の
大
勢
、主
流
の
人
々
の
支
援
を
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
高
　
良
哲
　
　
9/15　

於
佛
教
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0
4
9（
正
住
寺
院
5
5
3
5
）

総論

┌││││┤││││└

檀
家
制
度
の
崩
壊

人
口
の
減
少

新
興
宗
教
の
台
頭

公
教
育
で
の
宗
教
教
育
の
否
定

葬
送
儀
礼
の
変
化

各論

┌││││┤││││└

五
重
相
伝

お
て
つ
ぎ
運
動

太
田
大
光
院
の
転
身

檀
家
制
度
の
な
か
っ
た
北
海
道
寺
院
の
動
向

対策

┌││││┤││││└

檀
家
制
度
は
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
。

住
職
の
意
識
改
革

寺
院
の
社
会
貢
献

檀
家
だ
け
で
な
く
、
現
代
社
会
の
主
流
で
あ
る
個
人
個
人
に
も
っ
と

念
仏
に
対
す
る
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
①

	
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―

	

■
発
表
者	

	

松
永　

知
海

	
	

炭
屋　

昌
彦

	
	

大
澤　

亮
我

	
	

齊
藤　

舜
健

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

長
谷
川
匡
俊

　
長
谷
川　

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
年
度
の
大
会
の
第
一
日
目
を

締
め
括
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
こ
れ
か
ら
開
催
い
た
し
ま
す
。
午
前
中

の
開
会
式
の
折
り
に
御
門
主
猊
下
か
ら
ご
垂
示
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
回
の
テ
ー
マ
に
も
深
く
関
わ
る
ご
垂
示
で
あ
っ
た
と
受
け
止
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
宗
務
総
長
か
ら
も
一
宗
の
行
政
を
お
預
か
り
さ
れ
る
立
場

か
ら
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
期
待
を
述
べ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
添
っ
て
基
調
講
演

を
大
正
大
学
名
誉
教
授
の
宇
高
良
哲
先
生
か
ら
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し

ま
し
た
。
特
に
近
世
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
、
あ
る
い
は
広
く
仏
教
全

般
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
浄
土
宗
あ
る
い
は
仏
教
の
基
礎
構
造
が
築
か
れ
た
過
程
を
、

先
生
の
多
年
に
わ
た
る
実
証
的
な
ご
研
究
を
踏
ま
え
て
体
系
的
に
見

解
を
ご
披
瀝
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
形
で
現
代
に
お
い
て
寺
院
が
直

面
す
る
課
題
に
ど
う
答
え
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
幾
つ
か
の

ご
提
言
の
柱
を
お
示
し
い
た
だ
い
た
と
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

最
初
に
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
本
日
の
学
術
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
ご
ざ
い
ま
す
な
ら
ば
、
表
紙
を
開
け
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
大
会

テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
趣
旨
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
読
み
上

げ
る
こ
と
は
省
き
ま
し
て
、
こ
の
中
か
ら
三
点
ほ
ど
ポ
イ
ン
ト
を
申
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し
上
げ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
つ
は
、
近
世
と
い
う
時
代
は
近
代
と
そ
れ
に
続
く
現
代
を
育
ん

だ
土
壌
で
あ
る
と
と
も
に
近
代
、
現
代
が
見
失
っ
た
も
の
、
切
り
捨

て
て
き
た
も
の
を
含
む
も
う
一
つ
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
両
面
性
を

持
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
現
代
が
見
失
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
切

り
捨
て
て
し
ま
っ
た
も
の
に
着
眼
す
る
こ
と
が
有
益
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
二
段
落
目
の
最
後
の
ほ
う
で
す
。
近
世
の
遺
産
の
上

に
現
代
の
浄
土
宗
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
遺
産
に
は
正
と
負
の
両
面
が

あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
近
世
の
遺
産

の
上
に
現
代
の
浄
土
宗
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
午
前
中
の
宇
高

先
生
の
基
調
講
演
の
中
で
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

と
か
く
私
ど
も
は
直
面
す
る
問
題
に
目
を
向
け
る
が
余
り
、
そ
れ

が
か
く
あ
ら
し
め
ら
れ
て
く
る
経
過
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
無
視
し
た
り

あ
る
い
は
軽
視
し
て
、
目
の
前
の
問
題
に
終
始
し
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
や
は
り
歴
史
的
な
視
点
を
常
に
据
え
な
が
ら
、
現
代
の
課

題
に
問
い
か
け
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
確
認
す
る
意
味
で
、
今
回
の

テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
と
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

三
番
目
は
、
最
後
の
段
落
の
二
行
目
の
あ
と
の
ほ
う
か
ら
「
今
大

会
で
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
歴
史
的
課
題
と
現
状
に
対
し

て
、
近
世
の
浄
土
宗
に
視
点
を
当
て
な
が
ら
検
討
す
る
。
時
代
の
制

約
や
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、
新
た
な
、
批
判
的
な
視
点
か
ら
、
見

直
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
、
学
ぶ
べ
き
も
の
を
具

体
的
に
提
起
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
我
々
が

進
む
方
向
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
た
い
。」

　

午
前
中
の
御
門
主
猊
下
の
ご
垂
示
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
不
変
的

な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
、
常
そ
し
て
無
常
、
こ
の
点
を
常
に
念
頭

に
置
き
な
が
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
発
表
を
進
め
て
い
く
上
で
大
体
の
流
れ
を
予
め
お
伝
え

申
し
上
げ
ま
す
。
は
じ
め
に
発
表
の
順
番
で
す
が
、
壇
上
に
並
ん
で

お
ら
れ
ま
す
皆
さ
ん
か
ら
向
か
っ
て
左
側
か
ら
、
前
半
の
お
二
方
に

は
主
と
し
て
「
教
学
」
の
問
題
か
ら
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
後
半
で
は
お
二
方
に
「
教
化
」
を
中
心
と
し
て
ご
発
表

い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
二
十
分
ず
つ
ご
発
表
い
た
だ
い
て
、
一

巡
し
た
と
こ
ろ
で
時
間
の
経
過
を
見
計
ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
分
程

度
の
補
足
を
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
ひ
と
ま
ず
第
一
日
目
の
締
め
括
り
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
第
二
日
目
、
あ
す
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
半
は
皆
さ
ん
方
か
ら

の
質
問
に
応
答
す
る
こ
と
を
中
心
に
進
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
き
ょ
う
の
こ
こ
で
の
お
四
方
の
発
表
に
対
し
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て
ご
質
問
を
積
極
的
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
配
布

資
料
の
中
に
質
問
紙
が
入
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
ち
ら
に
お

書
き
込
み
い
た
だ
い
て
終
了
後
、
回
収
箱
に
用
紙
を
お
入
れ
い
た
だ

く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
皆
さ
ん
方
の
中
に
資
料
の
不
足
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
も
し
資
料
が
不
足
さ
れ
て
い
ま
し
た
ら
、
挙
手
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
発
表
さ
れ
る
四
人
の
先
生
方
の

資
料
が
届
い
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
質
問
紙
が
届
い
て
お
り
ま

す
で
し
ょ
う
か
。

　

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
不
足
の
も
の
が
あ
れ
ば

係
の
者
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
順
序
に
従
っ
て
、
発
表
を

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

　

松
永　

教
学
院
か
ら
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
の
資
料
は
二
つ
、
ご
ざ
い
ま
す
。
Ａ
４
横
長
の
文
字
資
料
と
Ａ

３
を
二
つ
折
り
に
し
て
Ａ
４
の
形
に
し
た
縦
型
の
図
版
で
ご
ざ
い
ま

す
。
お
持
ち
で
な
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
挙
手
を
お
願
い

し
ま
す
。
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
速
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
「
教
学
の
立
場
か
ら
浄
土
宗
と
大
蔵
経
に
つ
い
て
」
と
題
目
を
書

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
統
一
テ
ー
マ
の
江
戸
時
代
か
ら
の
浄
土

宗
に
学
ぶ
も
の
と
い
う
中
で
、
猊
下
か
ら
の
お
話
、
基
調
講
演
で
宇

高
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
私
が
今
ま
で

や
っ
て
き
た
こ
と
は
大
蔵
経
の
出
版
研
究
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
そ
こ

か
ら
話
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
で
大
蔵
経
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
天
海
僧
正
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
上
野
の
寛
永
寺
の
「
天
海
版
一
切
経
」
が
最
初
で
、
江
戸
時
代

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
江
戸
時
代
か
ら
の
刊
本
大
蔵
経
の
お
話
と
い

う
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
何
が
学
べ
る
か
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

副
題
は
、「
近
世
・
近
代
に
お
け
る
宗
典
研
究
の
基
礎
と
し
て
の

大
蔵
経
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
歴
史
か
ら
考
え
ま
す
と
、
文
字
資
料
【
は
じ
め
に
】
に

少
し
書
き
ま
し
た
よ
う
に
教
理
・
儀
礼
・
教
団
の
歴
史
が
中
心
に
な

り
ま
す
。
伝
統
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
お
念
仏
と
い
う
浄
土
宗
の

伝
統
が
あ
り
ま
す
し
、
教
化
・
伝
道
の
姿
は
法
然
上
人
以
来
の
伝
統

が
あ
り
ま
す
。

　

伝
宗
伝
戒
、
宗
脈
戒
脈
に
お
い
て
は
、
七
祖
聖
冏
上
人
以
来
の
伝

統
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
と
は
少
し
次
元
が
異
な
る
か
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も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
教
学
の
基
盤
と
い
う
と
こ
ろ
で
『
大

蔵
経
』
の
出
版
が
大
き
く
近
代
・
現
代
の
浄
土
宗
に
関
わ
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
大
蔵
経
は
、
皆
様
、
よ
く
ご
存
知
の
と
お
り
、『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』、
あ
る
い
は
『
浄
土
宗
全
書
』
正
続
編
が
基
本
的
な

宗
書
と
し
て
教
学
の
立
場
か
ら
活
用
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
今
日
の
ご
発
表
の
た
く
さ
ん
の
部
門
の
中
で
、
そ
の
根
拠
が
『
大

正
蔵
経
』、『
浄
土
宗
全
書
』
と
挙
げ
ら
れ
て
い
た
通
り
で
す
。

　

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
石
川
琢
道
先
生
の
一
連
の
研
究
が
あ
り

ま
す
し
、
そ
う
い
っ
た
浄
土
宗
全
書
の
底
本
は
ほ
と
ん
ど
が
近
世
、

江
戸
時
代
の
写
本
、
刊
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
写
本
と
刊
本
は
ど
う
違

う
の
か
と
い
う
議
論
は
別
に
し
ま
し
て
、
写
本
は
一
点
も
の
で
す
し
、

刊
本
は
不
特
定
多
数
の
購
入
者
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
通
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

別
刷
り
の
【
図
版
資
料
一
】
は
、「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
の
奥
付

刊
記
の
部
分
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
二
巻
の
部
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。

緑
っ
ぽ
い
色
で
お
名
前
を
塗
っ
て
お
り
ま
す
。
渡
邊
海
旭
師
、
望
月

信
享
師
、
矢
吹
慶
輝
師
、
藤
堂
祐
範
師
、
椎
尾
辨
匡
師
等
の
お
名
前

と
と
も
に
こ
の
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
正
編
の
全
五
十
五
巻
の
底

本
・
校
本
の
ほ
と
ん
ど
は
増
上
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

徳
川
家
康
公
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
高
麗
版
大
蔵
経
、
宋
版
大
蔵
経
、

元
版
大
蔵
経
、
そ
し
て
、
現
在
は
世
田
谷
の
酉
蓮
社
様
に
あ
る
明
版

の
萬
暦
版
大
蔵
経
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
基
本
的
な
底
本

と
校
本
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
に
と
っ
て

も
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

活
字
資
料
の
二
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
、『
大
正
蔵
経
』
の
編
纂
に

関
わ
る
原
稿
本
に
つ
い
て
増
上
寺
様
の
木
版
印
刷
の
も
の
を
そ
の
ま

ま
原
稿
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
原
稿
本
と
し
て
は

『
頻
伽
蔵
経
』
と
い
う
中
国
の
上
海
か
ら
出
た
も
の
を
使
っ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
の
『
頻
伽
蔵
経
』
の
原
稿
本
は
何
か
と
い
う
と
、『
縮
刷
蔵
経
』

を
使
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
増
上
寺
に
由
来
す
る
三
大
蔵
と
、

こ
の
と
き
は
明
蔵
と
し
て
黄
檗
版
を
使
っ
て
、
福
田
行
誡
上
人
の
ご

許
可
を
得
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
明
治
期
に
『
日
本
校
訂
訓
点
大
蔵
経
』
あ
る
い

は
『
卍
蔵
経
』
と
も
言
わ
れ
る
も
の
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
獅

谷
の
法
然
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
忍
澂
上
人
が
宝
永
の
時
代
に
高
麗

版
と
対
校
し
た
黄
檗
版
大
蔵
経
を
底
本
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
日
本
近
代
の
『
大
蔵
経
』
は
い
ず
れ

も
浄
土
宗
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
っ
て
い
た
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だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
の
図
版
資
料
2
ペ
ー
ジ
『
大

正
蔵
経
』
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。『
東
洋
仏
典
研
究
会
本
』（
以

下
、
東
洋
本
と
略
称
）
と
『
東
国
大
学
本
』（
以
下
、
東
国
本
と
略

称
）
の
影
印
版
と
言
わ
れ
る
高
麗
版
大
蔵
経
が
ご
ざ
い
ま
す
。
影
印

版
の
大
き
い
ほ
う
が
東
洋
本
、
小
さ
い
ほ
う
が
東
国
本
で
す
。

　

例
1
。
東
洋
本
『
那
先
比
丘
経
』
巻
下
第
五
張
二
行
目
で
は
「
知

海
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
東
国
本
で
は
「
如
海
」
な
っ
て
い
ま

す
。
増
上
寺
の
高
麗
本
を
見
ま
す
と
明
ら
か
に
「
知
」
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
東
国
本
は
、
加
筆
を
し
た
よ
う
な

あ
と
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
影
印
版
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本

当
に
信
頼
し
て
い
い
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

　

例
2
。
増
上
寺
の
高
麗
本
『
那
先
比
丘
経
』
巻
下
第
六
張
一
九
行

目
に
は
「
亡
」
と
あ
り
ま
す
が
、
東
国
本
で
は
「
立
」
と
画
数
が
一

つ
多
く
な
る
よ
う
に
加
筆
し
て
い
る
あ
と
が
あ
る
。
両
方
と
も
そ
の

原
本
（
東
国
大
学
蔵
本
・
ソ
ウ
ル
大
学
蔵
本
）
を
見
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
何
と
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
違
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

例
3
。
同
じ
ペ
ー
ジ
の
左
上
の
東
国
本
で
す
が
、『
大
乗
本
生
心

地
観
経
』
の
第
四
巻
第
二
張
の
部
分
で
す
。「
在
者
眞
實
…
」
と
い

う
第
二
三
行
の
一
行
で
す
が
、
東
洋
本
に
は
そ
の
行
が
な
い
。
し
か

し
増
上
寺
の
蔵
本
に
は
あ
る
。

　

ま
た
、
例
４
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
第
三
巻
第
一
八
張
第
一

行
目
、「
或
一
菩
薩
…
」
の
部
分
一
行
が
、
東
洋
本
に
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
東
国
本
で
は
抜
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
影
印
と
は
言
い
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
信
頼
が
お
け
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

図
版
資
料
3
に
東
国
本
を
上
に
、
下
に
『
大
正
蔵
経
』
を
置
い
て

い
ま
す
。
黄
色
の
網
掛
け
の
部
分
の
高
麗
本
の
『
那
先
比
丘
経
』
上

巻
一
八
帳
と
、
一
九
帳
が
水
色
で
あ
り
ま
す
。『
大
正
蔵
経
』
で
見

る
と
、
七
〇
二
ペ
ー
ジ
の
下
段
（
六
行
目
八
字
目
に
「
不
」
を
加
え

て
）
の
よ
う
に
水
色
と
黄
色
い
部
分
の
、
一
八
帳
と
一
九
帳
が
入
れ

替
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
先

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
『
頻
伽
蔵
経
本
』
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
を
検
証
し
ま
す
と
、『
縮
刷
版
大
蔵
経
』

の
と
き
に
そ
の
と
こ
ろ
も
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
縮
刷
版
大
蔵
経
』
の
ミ
ス
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
『
大
正
蔵
経
』

ま
で
引
き
継
が
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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同
じ
図
版
資
料
4
は
『
大
正
蔵
経
』
の
『
一
字
佛
頂
輪
王
経
』
の

第
二
巻
で
す
。
上
段
の
最
後
か
ら
三
行
目
に
「
出
生
及
成
就
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
出
生
及
成
」
の
四
字
は
、
下
の
脚
注

⑤
に
は
甲
本
は
「
白
缺
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
蔵
に

は
あ
る
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

確
か
に
酉
蓮
社
の
明
蔵
に
は
、
こ
の
四
文
字
は
入
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
東
京
大
学
の
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
で
明
の

萬
暦
版
を
公
開
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
欠
字
と
い
う
か
、
空

白
と
な
っ
て
い
て
こ
の
四
字
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
智
積
院
、
天
龍
寺
、
黄
檗
山
万
福
寺
、
黒
谷
清
凉
寺
、
龍

谷
大
学
、
知
恩
院
、
そ
し
て
、
大
谷
大
学
、
大
正
大
学
、
嵯
峨
清
凉

寺
、
合
せ
て
十
本
で
す
が
、
そ
れ
ら
萬
暦
版
の
十
本
共
に
今
の
四
字

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
酉
蓮
社
本
の
も
の
だ
け
に
そ
こ
の
部
分
が
書
い

て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、『
大
正
蔵
経
』
を
読
ん
だ
人
は
東
京
大
学
の
デ
ジ

タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
見
て
、
そ
の
萬
暦
版
は
欠
字
な
の
に
こ
こ
に

「
出
生
及
成
」
の
四
字
が
入
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
『
大

正
蔵
経
』
の
間
違
い
だ
と
単
純
に
思
っ
て
し
ま
う
と
、
実
は
そ
れ
は

大
き
な
間
違
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
増
上
寺
あ
る
い
は
酉
蓮
社
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
大
蔵
経
』
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

文
字
資
料
2
ペ
ー
ジ
に
戻
り
ま
す
。

　
（
３
）【
批
判
的
視
点
・
見
直
し
の
視
点
・
受
け
継
ぐ
べ
き
視
点
・

学
ぶ
べ
き
視
点
】
と
挙
げ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
受
け
継
ぐ
べ
き
視
点
・
学
ぶ
べ
き
視
点
は
何
か
。
三
大
蔵
を

は
じ
め
と
し
て
、
高
麗
版
に
つ
い
て
言
え
ば
、
目
録
を
つ
く
り
、
補

完
を
し
、
閲
覧
に
供
し
、
ま
た
活
用
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
『
大
正
蔵
経
』
の
底
本
・
校
本
が
、
増
上
寺
に
三

大
蔵
が
あ
る
か
ら
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
す
ぐ
使
え
る
も

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
『
縮
刷
版
大

蔵
経
』
が
あ
っ
て
こ
そ
の
『
大
正
蔵
経
』
で
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
『
縮
刷
版
大
蔵
経
』
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
の

か
。
実
は
こ
れ
は
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
が
一
つ
の
大
き
な
元
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
忍
澂
上
人
の
法
然
院
の
『
大
蔵
経
』
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
文
字
資
料
2
ペ
ー
ジ
「
目
録
」
の
と
こ
ろ
で
す
。
三
大
蔵
の

目
録
を
随
天
上
人
が
延
享
年
間
に
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の

お
経
と
こ
の
お
経
は
同
一
の
内
容
で
す
と
い
う
こ
と
で
は
っ
き
り
と
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ひ
も
付
け
を
し
て
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
整
え
方

を
さ
れ
て
い
る
。

　
「
補
完
」
で
は
、
増
上
寺
に
『
蔵
本
補
闕
要
録
』
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
高
松
の
法
然
寺
所
蔵
の
高
麗
版
大
蔵
経
と
、
忍
澂
上
人
が

行
っ
た
建
仁
寺
高
麗
版
大
蔵
経
と
対
校
し
た
法
然
院
所
蔵
の
『
黄
檗

版
』
と
増
上
寺
の
三
蔵
の
高
麗
版
を
比
較
対
照
し
て
補
完
し
て
い
る

時
の
記
録
で
す
。

　
「
閲
覧
」
と
い
う
こ
と
で
は
、『
蔵
経
之
式
條
』
が
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
例
え
ば
閲
覧
日
は
毎
月
の
二
日
、
一
二

日
、
二
二
日
で
す
。
返
却
は
一
日
、
一
一
日
、
二
一
日
で
す
。
そ
の

よ
う
に
規
則
が
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
活
用
」
で
は
、
二
つ
、
挙
げ
ま
し
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

刊
の
『
釈
浄
土
二
蔵
頌
義
』
に
は
、「
麗
本
に
據
っ
て
以
て
校
讎

す
。」
と
か
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
刊
の
高
麗
本
と
対
校
し
た

『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
は
増
上
寺
智
堂
上
人
が
序
文
を
寄
せ
、
典
寿

上
人
の
校
勘
録
を
巻
末
に
載
せ
て
い
ま
す
。
当
然
、
こ
れ
以
外
に
も

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
凡
例
に
よ
っ
て
活
用
で
き
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
目
録
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
誰

で
も
が
経
蔵
の
中
の
本
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

中
で
こ
の
本
が
見
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
在
の
図
書
館
の

よ
う
な
形
で
目
録
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

文
字
資
料
3
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
忍
澂
上
人
の
伝
記
は
さ

て
お
き
ま
し
て
、
幕
末
の
嘉
永
五
年
に
養
鸕
徹
定
上
人
が
法
然
院
を

訪
れ
ま
す
。
実
は
そ
の
時
、
法
然
院
で
は
『
大
蔵
経
』
の
対
校
録
の

出
版
を
再
開
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
目
の
あ
た
り
に
し
た

徹
定
上
人
は
直
ち
に
、
南
都
を
訪
ね
て
古
写
経
を
捜
索
し
、
版
本
よ

り
古
い
写
経
に
は
中
国
で
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
た
当
時
に
近
い
正
し
い

内
容
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
の
成
果
を
、『
古
経
捜
索
録
』、

『
古
経
題
跋
』、『
訳
場
列
位
』、『
続
古
経
題
跋
』
等
と
し
て
出
版
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
福
田
行
誡
上
人
は
、『
縮
刷
蔵
経
』
の
お
話
を
し
ま
し
た

が
、
実
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
伝
通
院
に
お
い
て
大
般
若
経

六
百
巻
を
木
活
字
で
印
刷
も
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
琳
瑞
上
人
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
般
若
経
を
回
収
し
て
施
餓
鬼
供
養
に
し

て
お
台
場
の
沖
か
ら
流
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
挫

折
が
、
明
治
に
な
っ
て
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
増
上
寺
所
蔵
の
三
大

蔵
を
縮
刷
版
大
蔵
経
の
出
版
に
供
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
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す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
江
戸
時
代
に
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
文

字
資
料
１
～
4
箇
条
と
書
き
ま
し
た
が
、『
大
蔵
経
』
を
た
だ
単
に

保
管
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
目
録
を
つ
く
っ
て

活
用
に
供
し
た
と
こ
ろ
が
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
当
然
、
こ
れ
か
ら
文
化
財
と
い
う
と
こ
ろ
で
見
れ
ば
、
宇

高
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
土
地
・
建
物
と
い
う
も
の

も
あ
り
ま
す
が
、
お
寺
が
持
つ
文
化
財
も
そ
う
し
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
批
判
的
視
点
は
補
足
の
と
こ
ろ
で
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
後
ほ
ど
補
足
を
し
て
い

た
だ
く
時
間
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
齊
藤
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

齊
藤　

私
の
資
料
は
、
Ａ
４
版
で
縦
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　
「
は
じ
め
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
私
、
浄
土
宗
総

合
研
究
所
に
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
幾
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
参
画
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
江
戸
時
代
の
い
ろ

い
ろ
な
資
料
に
触
れ
る
機
会
が
た
ま
た
ま
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
範

囲
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

副
題
に
「
浄
土
三
部
経
現
代
語
訳
を
通
し
て
」
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
各
ご
寺
院
様
に
法
然
上
人
八
百
年
遠
忌
を
記
念
し
、
つ

く
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
と
い

う
本
を
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
研
究
所
で
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
仕
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
仕
事
を
通
し
ま
し
て
、
江
戸
時

代
の
学
僧
の
業
績
に
触
れ
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

翻
訳
の
経
緯
で
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
「
浄
土
宗
基

本
典
籍
の
現
代
語
化
研
究
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
平
成
一
四
年

に
立
ち
上
が
り
ま
し
て
、
二
二
年
度
ま
で
継
続
い
た
し
ま
し
た
。
主

務
を
務
め
ら
れ
た
の
は
袖
山
榮
輝
、
現
在
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主

任
研
究
員
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
最
初
か
ら
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
で
、
途
中
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

平
成
二
三
年
四
月
に
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
と
い
う
形

で
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
元
々
浄
土
宗
聖
典
全
六

巻
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
代
語
訳
を
付
け
て
い
っ

た
ら
ど
う
か
と
い
う
活
動
が
始
ま
っ
て
、
そ
の
中
の
『
三
部
経
』
と

『
四
十
八
巻
伝
』
を
研
究
所
で
現
代
語
訳
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
遠
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忌
め
が
け
て
作
業
し
ま
し
た
う
ち
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
三
部
経
』
を
訳
出
す
る
に
あ
た
り
、
取
り
ま
し
た
態
度
が
ご
ざ

い
ま
す
。
浄
土
宗
と
い
う
立
場
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
い
う
立
場
で

『
三
部
経
』
を
読
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
研
究
者
が
す
る

よ
う
な
態
度
で
臨
む
も
の
と
は
違
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
宗
典
と
し

て
『
三
部
経
』
に
接
し
ま
し
た
。

　

そ
の
際
の
原
則
的
な
態
度
は
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
の

「
序
に
か
え
て
」
に
次
の
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
。「
ま
ず
は
経
典
の
文

章
や
文
言
を
正
確
に
読
み
と
き
、
文
意
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
し
た
」、
こ
れ
は
当
然
の
態
度
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
こ
の
三
経
を
「
浄
土
三
部
経
」
と
し
て
読
み
解
く
限

り
は
、
三
部
経
に
よ
せ
る
法
然
上
人
の
御
心
に
沿
っ
て
理
解
す
る
の

が
、
当
然
な
が
ら
、
信
仰
上
、
正
し
い
心
が
け
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
今
回
、「
浄
土
三
部
経
」
を
現
代
語
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
う
し
た
点
に
努
め
ま
し
た
」。

　

こ
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
言
い
替
え
ま

す
と
、
浄
土
宗
の
伝
統
的
な
理
解
に
従
っ
て
訳
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
二
祖
三
代
の
釈
義
に
従
っ
て
理
解
し
て
行
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
は
大
き
な
文
意
の
把
握
か
ら
語
句
の
解
釈

に
至
る
ま
で
、
常
に
こ
の
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
の
で
、
三
部
経
全

体
に
対
す
る
逐
語
的
注
釈
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
意
を
把
握
し
て
い
く
た
め
に
は
、
善
導
大
師
あ
る
い
は
法
然
上

人
に
従
っ
て
読
ん
で
い
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
実
際
に
は
一
語
一
句
、

ど
う
い
う
意
味
が
書
い
て
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
宗
内
で
使

わ
れ
て
い
る
逐
語
的
注
釈
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
も
「
あ

と
が
き
」
か
ら
引
用
し
て
い
ま
す
。「
現
代
語
訳
の
定
本
と
し
て
採

用
し
た
の
は
、『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
浄
土

三
部
経
の
書
き
下
し
文
で
あ
る
」。

　

浄
土
宗
聖
典
第
一
巻
に
は
『
三
部
経
』
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

漢
文
が
ず
ら
っ
と
並
ん
だ
も
の
。
そ
れ
と
、
後
半
部
分
に
書
き
下
し

文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
で
す
。

　
「
こ
れ
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
学
僧
、
大
雲
の
施
し

た
訓
点
に
基
づ
く
」。
い
わ
ゆ
る
大
雲
典
本
に
従
っ
た
訓
読
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
「
浄
土
宗
に
お
け
る
先
達
方
の
三
部
経
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
、
先
達
方
の
諸
注
釈
書
を
参

考
に
し
た
。
三
部
経
全
体
を
通
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に

お
け
る
浄
土
宗
の
碩
学
、
義
山
の
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』『
観
無
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量
寿
経
随
聞
講
録
』『
阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
』
や
同
じ
く
観
徹
の

『
無
量
寿
経
合
讃
』『
観
無
量
寿
経
合
讃
』『
阿
弥
陀
経
合
讃
』、
あ
る

い
は
ま
た
近
年
に
お
け
る
坪
井
俊
映
猊
下
の
『
浄
土
三
部
経
概
説
』

を
、『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
了
慧
道
光
の

『
無
量
寿
経
鈔
』、
江
戸
時
代
に
お
け
る
白
弁
の
『
無
量
寿
経
集
解
』

を
、『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
は
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
を
常

に
傍
ら
に
置
い
て
翻
訳
作
業
に
あ
た
っ
た
」。

　

ず
ら
っ
と
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
に
常
に
傍
ら
に
置
い
て
参

照
し
、
一
番
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
観
徹
の
『
浄
土
三
部
経

合
讃
』
と
義
山
の
『
浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
』
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
義
山
の
『
随
聞
講
録
』、
観
徹
『
合
讃
』
の

重
要
性
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
研
究
所
で
は
、
三
部
経
現
代
語
訳
と
並
行
し
て
、
平
成
一
九
年

度
か
ら
「
近
世
浄
土
宗
学
の
基
礎
的
研
究
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
つ
く
り
ま
し
た
。
現
在
は
教
学
研
究
Ⅱ
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

な
っ
て
お
り
ま
し
て
、『
随
聞
講
録
』
を
講
読
し
て
お
り
、
現
在
に

至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
『
随
聞
講
録
』
と
『
合
讃
』
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
簡
単

に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

観
徹
『
浄
土
三
部
経
合
讃
』。『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
本
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。『
無
量
寿
経
合
讃
』
四

巻
、『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
二
巻
、『
阿
弥
陀
経
合
讃
』
一
巻
の
合
計

七
冊
に
な
り
ま
す
。
こ
の
七
冊
の
通
名
を
『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
と

申
し
て
お
り
ま
す
。
初
刻
が
享
保
一
〇
年
で
す
。

　

一
般
に
よ
く
出
て
い
る
の
は
再
治
本
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
表

紙
の
左
の
と
こ
ろ
に
題
僉
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
再
治
と

書
い
て
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
再
治
の
年
月
日
は
不
詳
で
、
例
え
ば

寛
政
一
一
年
刊
記
の
も
の
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
佛
教
大
系
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
『
浄
土
三
部

経
』
が
五
巻
分
、
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
深
励
の
『
三
部
経
講
義
』、

道
隠
の
『
無
量
寿
経
甄
解
』
と
一
緒
に
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
緒
に
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
注
釈

が
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
並
べ
て
ぶ
つ
切
り
に
な
っ
て
入
っ
て
い
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
刊
行
は
大
正
八
年
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
昭

和
五
三
年
に
再
刊
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
『
浄
土
宗
選
集
』
が
昭
和
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
に
同
朋
社
か
ら
出
版

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
第
三
巻
が
『
無
量
寿
経
合
讃
』、
第
四
巻

に
『
観
無
量
寿
経
合
讃
』
と
『
阿
弥
陀
経
合
讃
』
が
書
き
下
し
文
で

収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
岸
一
英
先
生
が
ご
尽
力
さ
れ
た
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
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一
方
、
義
山
の
『
浄
土
三
部
経
随
聞
講
録
』
も
こ
の
名
前
で
あ
る

も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
六
巻
、

『
観
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
五
巻
、『
阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
』
一
巻
を

合
計
す
る
と
十
二
冊
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
の
通
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
開
板
は
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
写
本
で
伝
わ
っ

て
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
『
浄
土
宗
全
書
』
の
第
一
四
巻

に
収
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
以
後
、
非
常
に
よ
く
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
所
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
仕
事
と
し
ま
し
て
は
、『
随
聞
講

録
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
三
部
経
』
の
箇
所
と
実
際
の
『
三
部

経
』
の
ペ
ー
ジ
数
の
対
照
表
、
そ
し
て
、『
阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
』、

『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
六
巻
、『
観
経
随
聞
講
録
』
巻
上
之
一
の
一

巻
ま
で
を
現
在
の
と
こ
ろ
『
教
化
研
究
』
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
『
随
聞
講
録
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
撰
述
さ
れ
た
の
か
。
実
は

『
合
讃
』
と
関
係
の
深
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
随
聞
講

録
』
の
末
尾
に
、
見
阿
素
中
に
よ
る
跋
が
あ
り
ま
す
。
書
き
下
し
た

も
の
を
少
し
お
読
み
い
た
し
ま
す
。

　
「
先
師
良
照
義
山
老
人
、
嘗
て
洛
東
華
頂
の
禅
室
に
寓
し
て
恒
に

四
衆
の
為
に
自
他
の
章
疏
を
講
説
す
。
時
に
余
、
辱
く
講
論
の
席
に

侍
坐
せ
り
。
一
日
聴
采
の
因
に
、
三
部
秘
賾
を
講
演
せ
ん
こ
と
を
請

う
。
慇
懃
に
三
に
及
び
、
師
、
扈
背
す
る
に
忍
び
ず
。
乃
ち
応
諾
す
。

時
に
宝
永
第
三
丙
戌
の
秋
な
り
。
余
、
聴
受
拝
信
し
て
、
便
ち
聞
に

随
い
て
、
随
い
て
記
す
。
更
に
愚
解
を
加
え
ず
。
故
に
名
づ
け
て

『
随
聞
記
』
と
曰
う
」。

　

宝
永
六
年
に
義
山
に
お
願
い
し
て
『
三
部
経
』
の
講
義
を
し
た
。

そ
の
記
録
が
『
随
聞
記
』
だ
と
い
い
ま
す
。

　
「
厥
の
後
、
享
保
年
中
、
水
府
常
福
蘭
若
の
真
阿
上
人
、『
三
部
合

讃
』
を
撰
述
す
」。

　

享
保
二
年
に
義
山
は
死
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、『
三
部
経
合

讃
』
が
撰
述
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
其
の
書
た
る
や
、
宗
骨
の
関
系
す
る
所
は
、
専
ら
祖
釈
に
拠
り
、

其
の
然
ら
ざ
る
所
に
於
い
て
は
、
傍
ら
他
解
を
收
む
。
間
、
亦
、
自

ら
考
う
所
を
加
え
て
、
以
て
相
い
資
成
す
。
謂
う
べ
し
、
善
を
尽
く

し
、
美
を
尽
く
せ
り
。
実
に
以
て
千
歳
の
易
解
を
発
す
る
に
足
れ
る

者
な
り
。
爰
に
同
志
の
二
三
子
、
此
の
三
部
の
典
を
講
ぜ
よ
と
請
う
。

余
が
不
敏
な
る
、
豈
に
此
の
任
に
当
ら
ん
や
。
固
辞
す
る
こ
と
再
三
、

尚
、
請
て
輟
ま
ず
。
遂
に
峻
拒
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
重
ね
て
『
合

讃
』
に
対
校
し
、
復
た
、
聊
か
余
が
管
窺
を
雑
え
て
、
乃
ち
一
日
之

を
解
し
、
一
日
之
を
講
じ
て
、
固
執
、
捨
て
難
く
、
解
す
る
に
随
い

て
之
を
記
す
。
終
に
数
巻
を
成
す
。
由
て
亦
、『
随
聞
講
録
』
と
題
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す
」。

　

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
、「
旹
に
享
保
十
二
歳
」

と
い
う
年
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
享
保
一
二
年
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

隣
に
挙
げ
ま
し
た
の
は
『
阿
弥
陀
経
合
讃
』
の
跋
文
で
ご
ざ
い
ま

す
。
読
ん
で
み
ま
す
と
、『
随
聞
講
録
』
の
跋
文
に
入
っ
て
い
る
の

と
非
常
に
よ
く
似
た
文
章
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
恐
ら
く
『
合
讃
』

の
跋
文
を
そ
の
ま
ま
『
随
聞
講
録
』
の
跋
文
の
中
に
入
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
ぐ
ら
い
、
よ
く
似
た
文
章
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
跋
文
を
書
い
た
の
は
、
単
阿
祖
巖
と
い
う
人
で
義
山
の
弟
子

で
あ
り
ま
す
。
素
中
と
は
親
し
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
こ
か
ら
見
て
両
書
の
関
係
を
見
て
み
ま
す
と
、
義
山
の
三
部
経

講
義
が
宝
永
三
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
素
中
が
『
随
聞
記
』
に

ま
と
め
ま
す
。
そ
の
十
年
後
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
義
山
が

亡
く
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
今
年
が
義
山
和
尚
の
三
百
回
忌
に
当
た
り
ま
し
て
法
要

が
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に
『
合
讃
』
が
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
に

刊
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
直
後
に
素
中
が
『
三
部
経
』
を
講
義
し
て

『
随
聞
講
録
』
が
成
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
義
山
の

『
随
聞
講
録
』
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
素
中
に
よ
る
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

中
を
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、「
老
師
曰
」
と
か
「
老
和
尚
曰
」

と
し
て
、
こ
こ
は
義
山
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
形
で
出
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、『
合
讃
』

と
『
随
聞
講
録
』
を
対
照
し
ま
す
と
多
く
の
部
分
が
双
方
に
共
通
し

て
見
ら
れ
ま
す
。

　
『
四
誓
偈
』
の
「
我
建
超
世
願
」
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。
太
字
は

相
手
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
ご
覧
い
た
だ
く
と
お
わ

か
り
に
な
る
よ
う
に
、『
合
讃
』
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

『
随
聞
講
録
』
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。『
随
聞
講
録
』
の
ほ
う
は
、

そ
れ
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
し
た
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

全
て
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
随

聞
講
録
』
が
『
合
讃
』
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
箇
所
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
『
阿
弥
陀
経
』
の
会
座
に
長
老
た
ち
十
六
人
が
出
て
ま
い
り

ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
釈
は
、『
合
讃
』
に
は
非
常
に
詳
し
く

出
て
ま
い
り
ま
す
。
し
か
し
、『
随
聞
講
録
』
で
は
ほ
と
ん
ど
省
略

さ
れ
て
出
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
も
あ
り
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ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
書
物
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の
二
つ
に
我
々
、
依

っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
ま
す
。

　

ま
ず
大
玄
に
『
蓮
門
学
則
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
一
六

八
〇
年
に
生
ま
れ
一
七
五
六
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。「
三
經

ノ
注
釋
數
多
ナ
レ
バ
。
初
學
ノ
能
通
知
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ズ
。
或
ハ
圖

經
、
又
ハ
科
注
、
又
ハ
合
讃
ナ
ド
ニ
テ
モ
ミ
ル
ベ
シ
」
と
、
こ
こ
で

『
合
讃
』
と
い
う
名
前
が
出
て
お
り
ま
す
。『
三
部
経
』
を
読
む
の
で

あ
れ
ば
、『
合
讃
』
な
ど
を
見
て
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
『
圖
經
』
は
、
上
に
科
文
が
挙
げ
て
あ
る
も
の
で
す
。
実
際
の
逐

語
釈
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
『
合
讃
』
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
。
結
局
、『
合
讃
』
が
恐
ら
く
教
科
書
的
な
扱
い
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
岸
先
生
が
『
三
部
経
合
讃
』
の
解
題
に
挙
げ

ら
れ
た
言
葉
で
す
。「『
合
讃
』
と
な
ら
ん
で
『
浄
土
三
部
経
』
理
解

の
標
準
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
」
と

し
て
『
随
聞
講
録
』
を
紹
介
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
明
治
以
降
の
話
に
な
り
ま
す
。
大
正
時
代
に
な
り
川
合

梁
定
師
が
『
三
部
経
和
解
』、
こ
れ
は
「
わ
げ
」
と
読
み
た
い
の
で

す
が
、
ご
本
人
は
「
わ
か
い
」
と
読
ん
で
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の

よ
う
に
読
み
ま
す
。

　

こ
の
『
三
部
経
和
解
』
の
中
に
著
作
の
由
来
に
つ
い
て
書
い
て
あ

り
ま
す
。「
義
山
上
人
の
随
聞
講
録
に
拠
て
、
専
ら
通
俗
に
和
解
せ

む
こ
と
を
期
し
た
の
で
、
或
場
合
は
該
講
録
を
其
儘
ま
述
べ
書
き
し

た
や
う
な
處
も
あ
る
」。
こ
の
『
三
部
経
和
解
』
は
今
か
ら
十
年
ほ

ど
前
に
再
刊
さ
れ
、
よ
く
読
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
か
ら
、
今
で
も
影
響
力
は
強
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
が
『
随
聞
講
録
』
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

こ
の
両
書
を
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
義
山
・
観
徹
自
身
に
よ
る

解
釈
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
二
祖
三
代
を
始
め
と
す
る
列
祖
、
先

達
の
諸
釈
を
渉
獵
し
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

そ
の
上
で
特
に
『
随
聞
講
録
』
の
場
合
は
、
ど
れ
を
「
正
」
と
す
る

の
か
と
示
し
て
お
り
ま
す
。
取
捨
し
た
理
解
を
提
示
す
る
と
い
う
形

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
義
山
の
場
合
、
三
経
一
論
、
五
部
九
巻
、
選
択
集
、
語
燈
録

な
ど
の
重
要
な
宗
典
を
一
人
で
校
訂
・
出
版
し
た
人
物
で
ご
ざ
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
宗
典
に
通
じ
て
い
た
方
で
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら

『
三
部
経
』
の
講
義
に
基
づ
く
講
録
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
こ
の
理
解
は
参
照
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
両
書
、
特
に
『
随
聞
講
録
』
に
見
ら
れ
る
特
色
が
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
引
用
書
目
の
多
さ
で
あ
り
ま
す
。
宗
典
や

余
乗
の
ほ
か
に
『
随
聞
講
録
』
に
は
外
典
の
引
用
が
非
常
に
た
く
さ

ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

例
え
ば
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
の
場
合
、
引
用
書
目
を
全
部
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
と
、
末
書
を
含
め
る
と
約
六
百
五
十
部
に
な
り

ま
す
。
数
え
方
が
正
確
で
は
な
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
ダ
ブ
っ

て
い
る
も
の
が
も
う
少
し
あ
っ
て
、
減
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
こ
の

ぐ
ら
い
書
目
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
外
典
は
百
五
十
部
あ
り
ま
す
。
外
典
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
。
全
部
挙
げ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

が
、『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
上
之
四
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を

拾
い
ま
す
と
、『
周
易
』・『
詩
経
』・『
礼
記
』・『
四
書
集
注
』・『
史

記
』・『
後
漢
書
』・『
荘
子
』・『
韓
非
子
』・『
淮
南
子
』
や
、
さ
ら
に

こ
れ
に
対
す
る
末
書
が
引
か
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
漢
籍
か
ら
の

引
用
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
漢
籍
か
ら
の
引
用
は
『
随
聞
講
録
』

全
編
を
通
し
て
頻
出
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
上
之
一
で
は
、『
日
本
書
紀
』

が
引
用
さ
れ
、『
阿
弥
陀
経
随
聞
講
録
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら

引
用
さ
れ
る
と
い
う
和
書
か
ら
の
引
用
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、

『
字
彙
』、『
正
字
通
』
の
よ
う
な
辞
書
か
ら
書
名
を
出
し
た
上
で
引

用
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
『
卓
氏
藻
林
』
し
か
挙

げ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
類
書
か
ら
の
引
用
も
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。

　

辞
書
類
に
つ
い
て
は
、『
合
讃
』
で
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

典
拠
を
示
さ
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
『
合
讃
』
で

は
引
用
す
る
の
に
典
拠
の
名
前
を
出
し
て
な
い
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多

い
の
で
す
が
、『
随
聞
講
録
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
書
名
を

示
し
、
出
典
の
い
わ
ゆ
る
ペ
ー
ジ
数
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
ま
で
出
し

て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
『
合
讃
』
で
は
実
際
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
全
部
調
べ
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
が
、
松
永
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
『
浄
土
三

部
経
合
讃
関
典
』
に
は
、『
合
讃
』
へ
の
引
用
書
目
が
一
覧
に
な
っ

て
い
ま
す
。『
合
讃
』
の
一
ペ
ー
ジ
ご
と
に
、
何
が
引
用
さ
れ
て
い

る
、
そ
れ
は
ど
こ
の
何
に
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で

『
無
量
寿
経
合
讃
』
を
見
ま
す
と
、
引
用
書
目
の
う
ち
、
外
典
は
約

四
十
部
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
外
典
が
非
常
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
『
随
聞
講
録

合
讃
』
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
お
き
ま
し
て

「
浄
土
宗
典
籍
版
木
の
研
究
」
班
が
か
つ
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で

浄
土
宗
寺
院
の
所
蔵
す
る
書
籍
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
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し
た
。

　

富
山
教
区
の
あ
る
ご
寺
院
さ
ん
に
調
査
に
行
き
ま
し
た
ら
、
所
蔵

冊
数
が
二
千
冊
で
し
た
。
そ
の
う
ち
外
典
が
約
百
四
十
冊
で
す
。
鳥

取
教
区
の
ご
寺
院
さ
ん
、
所
蔵
冊
数
が
千
七
十
八
冊
の
う
ち
、
外
典

は
百
十
二
冊
で
し
た
。

　

そ
の
く
ら
い
、
浄
土
宗
の
ご
寺
院
さ
ま
、
お
持
ち
の
書
籍
に
外
典

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
特
に
漢
籍
を
結
構
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
の
所
蔵
の
比
率
と
よ
く
比
例
し
て
い
る
よ

う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
非
常
に
幅
広
い
も
の
を
使
っ
て
い
っ
た
背
景
と
し
て
、

江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
出
版
文
化
の
発
展
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
て
、
義
山
は
さ
ら
に
多
く
の
宗
典
を
刊
行
し

て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
で
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
結
論
か
ら
先
に
お
話
し

い
た
し
ま
す
。

　

四
．
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
―
江
戸
期
の
浄
土

教
に
学
ぶ
―
の
と
こ
ろ
の
四
の
二
を
先
に
お
話
し
し
、
残
り
の
部
分

は
補
足
の
と
こ
ろ
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
資
料
の
公
開
・
利
用
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
義
山
の
『
随
聞
講
義
』
あ
る
い
は
観
徹
の
『
合
讃
』
に
非
常

に
多
く
の
書
物
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に

は
江
戸
時
代
に
お
け
る
出
版
文
化
の
発
展
が
あ
り
ま
し
た
。
公
開
し

て
い
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
『
義
山
和
尚
行
業
記
』
と
い
う
義
山
の
伝
記
が
あ
り
ま
す
。
彼
が

宗
典
を
多
く
刊
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り

ま
す
。

　
「
又
、
師
、
恒
に
宗
籍
の
魚
魯
多
く
、
古
書
の
陰
晦
に
従
う
こ
と

を
歎
悔
す
。
遂
に
『
三
經
一
論
』
よ
り
以
て
『
論
註
』『
安
樂
』『
五

部
九
帖
』『
群
疑
』『
選
擇
』
等
の
諸
部
に
至
る
ま
で
、
善
本
を
求
め

得
て
、
皆
、
悉
く
校
正
し
、
且
つ
、
句
讀
訓
點
を
改
め
、
四
聲
清
濁

を
加
え
て
重
ね
て
之
を
梓
に
壽
し
て
、
以
て
初
學
に
便
す
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
校
訂
・
出
版
し
た
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
れ
に
際
し
て
は
次
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　
「
又
、
古
書
を
南
都
北
京
に
捜
索
し
、
随
い
て
得
れ
ば
随
ひ
て
印

す
。
未
だ
彫
刻
に
暇
あ
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
他
の
所
求
に
任
せ
て

之
を
借
り
て
書
寫
せ
し
む
。
未
だ
嘗
て
悋
む
色
有
ら
ず
。
賢
に
し
て

徳
有
る
者
に
非
ず
ん
ば
、
蓋
し
能
わ
ず
。
因
て
、
師
、
恒
に
人
に
謂

て
曰
わ
く
、
凡
そ
其
の
作
者
の
意
、
素
よ
り
流
布
に
在
り
」。

　
「
凡
そ
其
の
作
者
の
意
、
素
よ
り
流
布
に
在
り
」
と
い
う
見
解
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
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「
學
者
、
宜
く
其
の
弘
通
を
扶
け
て
其
の
雍
滞
を
疏
決
す
べ
し
。

今
、
世
人
を
視
る
に
、
多
く
筐
笥
に
秘
藏
し
て
他
見
を
充
さ
ざ
る
者

有
り
。
若
し
夸
他
名
聞
の
爲
に
非
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
未
だ
昏
愚
鄙

慳
悋
た
る
の
意
を
免
れ
ず
。
實
に
是
れ
、
般
若
の
種
子
を
絶
ち
、
利

生
の
門
戸
を
閉
ず
。
謂
い
つ
べ
し
。
滅
法
の
重
過
、
佛
祖
の
罪
人
な

り
と
」。

　

本
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
見
せ
な
い
と
い
う
の
は
、「
滅

法
の
重
過
、
佛
祖
の
罪
人
な
り
」。
そ
う
で
は
な
く
て
、
本
を
書
く

と
い
う
こ
と
は
人
に
見
せ
る
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
作
者
の

意
を
汲
ん
で
、
流
布
さ
せ
て
い
く
の
が
良
い
と
義
山
は
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
い
う
思
い
で
本
を
開
板
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

松
永
先
生
か
ら
『
大
蔵
経
』
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。『
大
正
新

脩
大
蔵
経
』
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
、
ひ
い
て
は
世
界
の

仏
教
研
究
は
大
き
く
飛
躍
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
、
前
世

紀
の
終
わ
り
ぐ
ら
い
か
ら
電
子
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
が
電
子
化
さ
れ
、
公
開

さ
れ
て
お
り
ま
す
。『
続
浄
』
に
つ
い
て
も
、
現
在
、
公
開
の
準
備

に
向
け
て
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
よ
う
に
印
刷
さ
れ
て
い

っ
た
も
の
、
江
戸
時
代
の
出
版
に
基
づ
い
て
、
明
治
、
大
正
に
か
け

て
刊
行
さ
れ
て
い
っ
た
叢
書
が
、
今
度
は
電
子
化
と
い
う
形
で
広
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
次
に
や
っ
て
い
く
こ
と
は
と
言
い
ま
す
と
、
恐
ら
く
こ
れ
ら

の
底
本
に
な
っ
た
も
の
の
画
像
デ
ー
タ
公
開
に
な
っ
て
く
る
か
と
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
江
戸
時
代
の
義
山
さ
ん
が
持
っ
て

い
た
精
神
、
公
開
し
て
皆
に
読
ん
で
い
た
だ
く
精
神
を
受
け
継
い
で

い
く
も
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
こ
の
精
神
を
我
々
は
学
ん
で
い
く

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

残
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
補
足
の
と
こ
ろ
で
お
話
し
い
た
し
ま

す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
二
方
か
ら
は
、
と
り

わ
け
教
学
の
振
興
、
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な

基
礎
研
究
、『
大
蔵
経
』
の
開
板
や
詳
細
な
対
校
を
行
っ
て
、
よ
り

精
度
の
高
い
原
典
を
整
え
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
『
三
部
経
』
の
注

釈
書
、
義
山
・
観
徹
上
人
ら
の
事
業
に
み
ら
れ
る
江
戸
時
代
教
学
の

中
心
に
お
ら
れ
た
方
々
の
地
道
な
作
業
の
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
改
め
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
み
教
え
が
拠
っ
て
立
つ
、
そ
の
根
拠
に
目
を
向
け
て
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い
く
と
い
う
姿
勢
を
改
め
て
お
二
人
の
発
表
を
聞
き
な
が
ら
、
感
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
後
ほ
ど
若
干
の
補
足
が
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

次
は
、
少
し
現
代
に
も
引
き
寄
せ
て
、
教
化
の
立
場
か
ら
お
二
方

に
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。
最
初
は
布
教
の
最
前
線
の
こ
と
も
念
頭

に
置
か
れ
て
ご
発
表
い
た
だ
き
、
次
は
法
式
に
関
連
し
て
、
一
方
で

は
近
世
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
他
方
は
現
代
的
な
課
題
に
も
添
う
よ

う
な
形
で
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
炭
屋
上
人
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

　

炭
屋　

私
は
新
潟
教
区
の
長
善
寺
の
所
属
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
の

よ
う
な
諸
大
徳
、
諸
先
生
の
前
で
パ
ネ
ラ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

私
は
在
家
の
出
身
で
あ
り
ま
す
。
現
在
も
会
社
の
経
営
者
で
あ
り

ま
す
。
僧
侶
は
全
員
が
布
教
師
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
お
り

ま
す
が
、
今
も
昔
も
布
教
活
動
、
お
念
仏
の
教
え
を
広
め
て
い
く
こ

と
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
講
壇
の
右
に
教
学
の
先
生
方
、
こ
ち
ら
に
法
式
の
先
生
が
お

ら
れ
ま
す
。
こ
の
両
者
の
方
々
の
基
礎
が
あ
る
か
ら
布
教
で
き
る
こ

と
を
再
確
認
し
、
両
先
生
方
、
両
会
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
朝
の
基
調
講
演
で
宇
高
先
生
が
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
宇
高
先

生
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
レ
ジ
メ
は
、
ち
ょ
う
ど
私
が
き
ょ
う
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
レ
ジ
メ
と
し
て
も
ち
ょ
う
ど
ぴ
っ
た
り
合
っ
て

い
る
状
況
で
す
。
基
調
講
演
で
の
レ
ジ
メ
を
お
持
ち
で
し
た
ら
、
そ

れ
を
見
な
が
ら
、
私
の
話
も
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
存

じ
ま
す
。

　

長
谷
川
先
生
か
ら
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
三
点
に
合
わ
せ
て
、
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
．「
近
世
、
近
代
、
現
代
へ
の
流
れ
」
で
あ
り
ま
す
。
近
世
は

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、
安
土
桃
山
時
代
・
江
戸
時
代
を
指
し
、

近
代
は
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
終
結
、
昭
和
二
〇
年
ま
で
、

現
代
は
昭
和
二
〇
年
以
降
と
い
う
捉
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

近
世
は
、
我
が
国
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
、
戦
国
時
代
が

終
わ
り
江
戸
時
代
に
移
行
し
て
い
っ
た
時
代
で
す
。
民
衆
は
末
法
の

世
で
あ
る
と
自
覚
す
る
戦
乱
の
世
か
ら
戦
の
な
い
時
代
に
な
っ
た
時

代
で
す
。

　

一
部
の
宗
教
集
団
が
戦
闘
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
為
政
者
・
徳
川

幕
府
は
認
識
し
て
お
り
、
天
下
安
定
の
礎
と
し
て
宗
教
教
団
の
取
り

込
み
、
政
治
的
・
戦
闘
的
能
力
の
排
除
の
施
策
を
施
し
て
お
り
ま
す
。

寺
院
諸
法
度
、
寺
檀
精
度
、
僧
侶
養
成
制
度
、
ま
た
末
寺
制
度
、
人
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別
帳
管
理
等
を
施
行
し
て
い
ま
す
。

　

安
定
・
長
期
政
権
で
あ
っ
た
徳
川
幕
府
の
時
代
、
現
代
に
も
多
大

な
る
影
響
を
残
し
て
い
る
寺
檀
制
度
は
僧
侶
の
生
活
基
盤
を
確
保
し

た
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
人
別
帳
の
管
理
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
政
権
の
下
部
組
織
と
し
て
の
機
能
を
私
た
ち
寺
院

は
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
幕
藩
体
制
に
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で

す
。

　

武
士
階
級
と
僧
侶
は
読
み
書
き
が
で
き
る
知
識
人
で
あ
り
、
大
衆

に
と
っ
て
僧
侶
は
身
近
な
人
々
で
あ
り
尊
敬
の
対
象
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
幕
藩
体
制
で
は
、
天
下
安
定
・
平
和
維
持
の
た
め
に
武
士
層

に
学
問
を
奨
励
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
主
に
儒
学
、
特
に
朱
子
学
で
し

た
。

　

一
方
、
一
般
の
我
々
、
大
衆
に
も
向
学
の
意
識
が
芽
生
え
、
さ
ら

に
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
り
「
読
み
・
書
・
算
盤
」
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
寺
子
屋
の
発
生
の
一
因
で
す
。
特

に
農
漁
村
部
で
は
僧
侶
の
教
化
力
は
大
変
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

一
般
民
衆
も
儒
学
を
勉
強
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、

ほ
と
ん
ど
「
読
み
・
書
・
算
盤
」
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
指
導

し
た
の
が
主
に
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
時
代
に
教
学
の
体
系
化
、
布
教
・
儀
礼
の
体
系
化
が
進
み
ま

す
。
葬
儀
の
施
行
も
進
み
、
現
世
利
益
や
先
祖
供
養
と
い
う
信
仰
習

俗
が
浸
透
し
、
仏
教
用
語
の
大
衆
化
拡
散
が
起
き
ま
し
た
。
こ
の
時

代
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
の
宗
教
意
識
の
定
着
、
仏
教
の
理
解
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
初
は
純
粋
な
法
話
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
落
語
や
浪
曲
が
生
ま

れ
た
の
も
仏
教
道
徳
の
普
及
か
ら
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
神
道
・
儒
教
・
仏
教
が
混
然
と
な
っ
て
文
化
が
創
造
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
ら
は
大
衆
に
布
教
し
て
い

く
工
夫
の
表
れ
と
見
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

二
．
近
世
の
恩
恵
に
つ
い
て
、
特
に
浄
土
宗
に
つ
い
て
お
話
し
い
た

し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
浄
土
宗
は
徳
川
家
の
菩
提
寺
の
一
つ
で
す
。

幕
府
の
厚
い
庇
護
を
受
け
て
教
団
を
護
持
・
発
展
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

各
藩
、
特
に
親
藩
・
譜
代
大
名
の
多
く
は
幕
府
に
な
ら
い
、
浄
土
宗

寺
院
の
庇
護
・
護
持
に
強
く
関
わ
り
大
檀
越
と
な
り
支
え
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
寺
領
を
持
ち
、
多
額
の
お
布
施
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
維
新
に
よ
る
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
そ
の
支
え
を
多

く
を
失
い
ま
し
た
。
余
力
の
あ
る
旧
大
名
・
華
族
や
大
地
主
、
大
商
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人
等
の
大
旦
那
が
お
ら
れ
た
寺
院
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
存
続
の

危
機
を
迎
え
兼
業
に
よ
る
寺
院
護
持
を
図
ら
れ
る
寺
院
も
増
え
て
い

っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

妻
帯
が
明
治
五
年
に
公
認
さ
れ
る
と
同
時
に
世
襲
制
の
問
題
が
起

き
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
後
、
農
地
解
放
が
あ

り
寺
領
で
あ
っ
た
も
の
な
ど
所
有
し
て
い
た
田
畑
も
取
り
上
げ
ら
れ

大
幅
な
収
入
ダ
ウ
ン
に
な
っ
た
寺
院
が
多
く
発
生
し
た
事
実
が
あ
り

ま
す
。

　

世
襲
の
プ
ラ
ス
面
は
後
継
者
の
確
保
、
円
満
な
引
き
継
ぎ
、
檀
家

の
「
俺
ら
の
寺
」「
俺
ら
の
和
尚
さ
ん
」
と
い
う
帰
属
意
識
が
増
長

さ
れ
ま
す
。
僧
侶
に
よ
る
寺
子
屋
な
ど
に
よ
っ
て
大
衆
が
読
み
書
き

を
、
道
徳
・
倫
理
観
を
仏
教
を
通
し
て
教
化
さ
れ
大
衆
一
般
に
浸
透

し
た
こ
と
は
現
代
に
残
さ
れ
た
遺
産
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

信
仰
心
が
幼
い
と
き
か
ら
醸
成
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
「
寺
の

公
益
性
」
を
皆
が
認
め
て
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
僧
侶
は
尊
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
は
貨
幣
商
品
経
済
の
進
展
に
よ
り
、
豪
商
・
大

庄
屋
等
の
民
間
資
本
家
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
時
代
の
流
れ
に
僧
侶

も
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
葬
儀
・
寺
子
屋

以
外
の
布
教
活
動
を
な
さ
っ
て
い
た
僧
侶
の
方
々
が
ど
の
ぐ
ら
い
い

た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

宇
高
先
生
の
お
話
に
も
登
場
し
ま
し
た
徳
本
上
人
と
い
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
方
は
和
歌
山
の
在
家
、
農
家
の
出
で
あ
り

ま
す
。
念
仏
を
一
心
に
な
さ
り
、
清
貧
な
生
活
態
度
で
、
和
歌
山
で

多
く
の
帰
依
を
集
め
、
そ
し
て
、
全
国
を
お
回
り
に
な
り
、
江
戸
に

も
来
ら
れ
て
多
く
の
人
々
の
帰
依
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
、
教
師
、
布
教
師
も
徳
本
上
人
の
お
姿
、
活
動
に
習
う
べ

き
こ
と
は
大
い
に
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
活
動
に
参
考

に
な
る
も
の
が
、
布
教
師
と
し
て
非
常
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

三
．
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
で
あ
り
ま
す
。
①

寺
院
護
持
、
②
生
活
基
盤
の
確
保
、
③
帰
属
意
識
、
④
布
教
活
動
で

す
。

　

四
点
に
細
か
く
分
け
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
布
教
の
た
め
に
必

要
な
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

①
寺
院
護
持
に
つ
い
て
、
人
口
減
少
は
確
実
に
進
行
し
て
い
ま
す
。

革
新
的
な
人
口
増
員
政
策
な
ど
に
よ
る
出
産
マ
イ
ン
ド
の
向
上
が
国

民
に
浸
透
し
な
け
れ
ば
増
加
に
転
じ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
檀
家
の
減
少
は
都
市
部
の
寺
院
で
は
人
口
の
都
市
集
中
に

よ
っ
て
増
加
に
転
じ
て
い
る
寺
院
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
現
在
六
五
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歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
が
二
五
・
二
％
と
な
り
、
単
身
世
帯
は
二
四
・

九
％
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
六
五
歳
以
上
の
ほ
う
が
多

い
の
で
す
。「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
が
増
え

続
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

永
代
供
養
が
増
え
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
永
代
供
養
依
頼
に
よ
る

寺
院
護
持
は
時
を
経
て
い
く
中
で
、
寺
院
護
持
が
難
し
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
後
継
者
の
養
成
に
必
要
な
費

用
の
出
費
も
難
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
、
行
政
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
化
、
住
み
分
け
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
農
業
法
人
法
の
改
正
に
よ
り
、
不
在
地
主
・
農

家
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
の
教
区
、
新
潟
は
米
ど
こ
ろ
で
す
が
、
新
潟
に
い
る
農
家

は
少
し
ず
つ
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
不
在
檀
家
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
住
ま
い
は
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

い
る
。
し
か
し
農
地
を
新
潟
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
検
討
課
題
で
す
が
、
一
寺
院
一
宗
教
法
人
の
体
制
に
つ

い
て
検
討
す
べ
き
時
期
が
来
た
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

は
量
か
ら
質
へ
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
地
域
に
必
要
最
小
限
な

寺
院
は
存
続
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
。
地

域
見
守
り
型
の
数
カ
寺
で
包
括
運
営
す
る
な
ど
、
方
法
は
い
ろ
い
ろ

と
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
検
討
を
急
ぐ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

②
生
活
基
盤
の
確
保
で
あ
り
ま
す
。
寺
院
の
伽
藍
、
庫
裡
の
維
持

管
理
、
住
職
家
族
の
生
活
費
、
檀
信
徒
参
加
の
檀
務
・
法
務
の
費
用

を
兼
職
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
る
寺
院
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
兼

務
寺
院
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
ど
の
ぐ
ら
い
の
収
入
が
目
安
で
あ
る
か
検
討
さ
れ
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
浄
土
宗
に
お
い
て
も
調
査
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す

が
、
年
収
が
ど
の
ぐ
ら
い
必
要
か
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。

私
の
知
る
限
り
で
は
そ
の
よ
う
な
数
字
を
き
ち
ん
と
書
い
た
文
章
を

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
地
域
性
や
宗
教
者
と
し
て
の
立
場
も
あ
る
た
め
難
し
い
こ

と
は
重
々
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
数
値
目
標
を
挙
げ
な
け
れ

ば
具
体
化
の
施
策
は
困
難
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
寺
院
は
別
と
し

て
、
他
の
寺
院
を
考
え
る
と
、
年
収
七
百
万
を
ラ
イ
ン
と
す
べ
き
だ

と
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
一
寺
院
の
収
入
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
本
務
等
に
よ
る
収

入
と
兼
職
に
よ
る
収
入
等
の
合
算
で
あ
り
ま
す
。
家
族
四
人
世
帯
、

子
ど
も
を
教
育
し
寺
院
を
護
持
し
て
い
く
こ
と
を
モ
デ
ル
と
し
て
考

え
ま
し
た
。
算
出
方
法
の
説
明
は
省
略
い
た
し
ま
す
。
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現
在
、
地
方
は
特
に
そ
う
で
す
が
、
兼
職
を
得
に
く
い
社
会
情
勢
、

そ
の
よ
う
な
地
域
性
の
時
代
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
家
墓
を

持
た
ず
、
檀
家
に
な
ら
な
い
人
の
増
加
も
あ
り
ま
す
。
葬
儀
・
法
要

は
葬
祭
業
者
に
委
託
す
る
人
が
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
子
弟
育
成
奨

学
金
の
増
額
、
貸
与
か
ら
給
付
、
貸
与
と
給
付
の
並
立
制
の
検
討
を

す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

政
府
も
行
政
も
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

我
々
、
宗
門
の
学
校
教
育
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
早
急
な
問
題
と
し

て
ぜ
ひ
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
支
給
基
準
の
引
き

下
げ
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
幾
ら
以
上
は
だ
め
だ
と
か
、
幾
ら
以

下
は
と
い
う
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
検
討
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

③
帰
属
意
識
で
す
。
寺
の
帰
属
意
識
を
薄
れ
さ
せ
て
き
た
の
は
、

私
の
考
え
で
は
福
祉
国
家
に
よ
っ
て
生
活
保
障
が
な
さ
れ
て
き
て
以

降
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
原
因
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
日
本
人

が
幸
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
今
、
そ
れ
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
以

上
に
帰
属
意
識
を
高
め
た
り
、
寺
を
護
持
し
た
り
、
私
ど
も
の
宗
教

意
識
を
ど
ん
ど
ん
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
、
具
体
的
な
方
策
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
金
に
関
し
て
言
う
の
は
申
し
わ
け
な
い
の
で
す
が
、
檀
信
徒
が

納
得
し
て
、
寺
院
・
住
職
家
族
を
支
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
護
持
会

計
の
見
え
る
化
、
支
出
入
の
見
え
る
化
、
負
担
に
対
す
る
効
果
の
見

え
る
化
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
財
布
の
中
身
を
見
せ
る

こ
と
に
対
し
て
は
、
寺
院
・
寺
族
の
心
理
的
抵
抗
感
は
強
い
と
思
い

ま
す
が
、
互
い
の
信
頼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。

　

共
に
汗
を
流
す
労
働
奉
仕
、
役
員
の
年
番
制
等
の
採
用
に
よ
っ
て
、

連
帯
感
を
育
て
、
台
所
事
情
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
社
会
に
開
か
れ
た
寺
、

自
分
の
寺
の
意
識
が
育
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

僧
侶
は
地
域
に
お
け
る
尊
敬
の
対
象
者
で
あ
り
、
よ
き
相
談
相
手

で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
寺
・
僧
侶
の
公
益
性
・

存
在
価
値
」
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
し
、
そ
れ
を
問
わ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
布
教
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　

し
か
し
今
、
檀
信
徒
の
高
齢
化
に
よ
り
負
担
限
界
が
あ
り
ま
す
。

金
銭
的
な
も
の
、
肉
体
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
、

檀
信
徒
の
減
少
が
あ
り
ま
す
。

　

社
会
関
係
資
本
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
醸
成

は
大
事
で
あ
り
ま
す
。
例
と
し
て
、
災
害
時
に
お
け
る
寺
院
本
堂
・
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施
設
利
用
に
関
す
る
協
定
や
災
害
時
に
お
け
る
帰
宅
困
難
者
の
一
時

滞
在
施
設
に
関
す
る
協
定
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
教
誨
師
の
活
動
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
ま
さ
に
僧
侶
や
寺
院
に
対
す
る
公

益
性
を
高
め
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

今
、「
多
死
社
会
」
へ
の
対
応
を
私
ど
も
は
迫
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
年
に
百
三
十
万
人
の
方
々
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
。
二

〇
三
〇
年
前
後
に
は
百
六
十
～
百
七
十
万
人
の
方
が
お
亡
く
な
り
に

な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
よ
う
な
団
塊
の
世
代
の
者
も
そ
の

年
に
は
全
員
が
七
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
で
あ
り
ま
す
。

　

健
康
年
齢
は
、
今
、
七
五
歳
を
境
に
し
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
お

葬
式
が
増
え
る
か
ら
、
お
坊
さ
ん
の
数
で
割
る
と
、
一
人
八
件
、
十

件
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

今
の
寺
離
れ
の
時
代
に
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
町
と
い

う
も
の
、
都
市
と
い
う
も
の
、
県
と
い
う
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
時

代
に
な
っ
た
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
④
布
教
活
動
で
あ
り
ま
す
。
今
、
話
し
た
こ
と
も
全
部
布

教
活
動
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
全
教
師
が
全
員
布
教
師
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
実
践
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
、
若
い
方
々
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
葬
儀
や
年
忌
の
法
要
以
外
の
会
話
が
非
常
に
大
事
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
死
の
問
題
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
痛
み
、

人
間
関
係
の
困
難
、
人
生
の
意
味
を
い
か
に
し
て
見
出
し
て
い
く
か

と
い
う
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
ど
う
応
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

私
た
ち
僧
侶
、
ま
た
寺
は
、
共
感
を
広
げ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
し

て
い
る
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
言
う
と
、
商
売
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
も
っ
と
広
い
意
味
で

大
事
な
も
の
で
す
。

　

ぜ
ひ
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
現
実
に
公
益
と
共
益

は
違
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
公
益
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
共
益

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
十
分
に
承
知
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
寺
院
の
公
益
性
、
な
ぜ
寺
は
生
か
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
僧
侶
自
身
の
信
仰
の
あ
り
方
、

そ
し
て
、
社
会
に
求
め
ら
れ
る
宗
教
的
実
践
者
、
僧
侶
の
あ
り
方
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
社
会
の
ニ
ー
ズ
に

お
応
え
で
き
る
こ
と
を
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

雑
駁
な
表
現
で
、
皆
様
に
は
ご
不
快
な
思
い
を
さ
せ
た
こ
と
も
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
許
し
を
い
た
だ
き
、
終
わ
ら
せ
て
い
た
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だ
き
ま
す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
に
大
澤
先
生
、
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

大
澤　

法
式
の
立
場
か
ら
、
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
昨
日
作

っ
た
資
料
な
の
で
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ゆ
っ
く
り
と

お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

こ
の
題
を
戴
い
た
と
き
に
、
何
を
話
し
さ
せ
て
頂
こ
う
か
と
考
え
、

お
葬
儀
の
事
に
つ
い
て
話
を
勧
め
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
資

料
の
真
ん
中
当
た
り
に
⑹
葬
儀
式
と
あ
り
ま
す
の
が
そ
れ
で
す
。
そ

こ
に
示
し
て
い
る
書
物
を
示
し
て
お
話
し
す
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
し

た
。

　

但
し
、
そ
の
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
る
と
色
ん
な

問
題
が
沢
山
で
て
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
一
部
と
し

て
短
く
話
を
す
る
だ
け
に
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
法
式
の
全
般
に

亘
っ
て
、
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
学
ぶ
も
の
を
理
解
し
て
い
く
事

と
致
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
⑴
『
浄
土
三
部
経
』
の
音
読
に
つ
い
て
で
す
が
、
先
ほ
ど

齊
藤
先
生
の
方
か
ら
色
々
と
お
話
を
戴
き
ま
し
た
。
私
達
が
基
本
と

す
る
、
法
要
に
使
用
す
る
経
本
が
資
料
に
あ
る
様
に
何
種
類
も
出
版

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
正
十
三
年
に
井
川
定
慶
さ
ん
が
出
版
さ
れ
た
後
、

浄
土
宗
と
し
て
の
読
み
方
を
統
一
す
る
た
め
に
、
八
百
谷
本
が
出
来

て
く
る
と
云
う
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
ま
ず
、
義
山
が
元
禄
四
年
に
①
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
。

義
山
は
四
声
点
と
い
う
、
音
の
高
低
や
抑
揚
を
示
す
点
を
字
に
附
し

て
出
版
し
ま
し
た
。
四
声
点
と
は
昔
、
中
国
人
が
自
分
の
音
の
変
化

抑
揚
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
イ
ン
ド
や
西
方
の
人
々
と

交
流
す
る
中
で
沈
約
と
い
う
人
物
が
抑
揚
が
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受

け
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
特
徴
に
何
種
類
も
あ
る
こ
と
が

解
り
、
そ
れ
を
字
の
四
隅
に
◦
点
を
つ
け
、
音
の
動
き
（
抑
揚
）
と

清
濁
（
静
音
か
濁
音
）
と
表
現
し
た
こ
と
が
最
初
だ
そ
う
で
す
。
そ

れ
が
日
本
に
於
い
て
は
平
安
時
代
に
伝
わ
り
経
典
読
誦
の
基
本
に
な

っ
た
。
そ
れ
を
義
山
は
江
戸
時
代
に
浄
土
宗
の
読
み
方
と
し
て
そ
れ

を
定
め
た
こ
と
が
、
浄
土
宗
の
浄
土
三
部
経
の
音
読
定
本
な
っ
た
一

つ
の
理
由
で
あ
り
ま
す
。

　

義
山
は
真
言
宗
の
観
応
と
い
う
そ
れ
に
通
じ
た
人
物
と
非
常
に
親

交
が
あ
り
、
浄
土
宗
の
伝
統
を
踏
ま
え
四
声
点
を
定
め
た
事
に
な
り

ま
す
。
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そ
の
こ
と
に
よ
り
、
四
声
清
濁
を
附
し
た
一
本
で
あ
る
こ
と
と
、

完
成
十
一
年
の
科
図
本
浄
土
三
部
経
に
、
義
山
本
が
浄
土
宗
の
定
本

で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
義
山
の
本
が
、
私
達
の
読

む
浄
土
三
部
経
の
定
本
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

義
山
版
以
降
江
戸
時
代
に
於
い
て
②
か
ら
⑨
迄
の
八
本
の
浄
土
三

部
経
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
二
番
目
が
文
化
十
年
の
音
澂
に
よ
る
本
で

あ
り
ま
す
。
①
と
②
は
音
読
の
み
の
四
声
点
の
み
が
付
さ
れ
た
も
の

で
、
訓
読
す
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
③
の
天
保
四
年
版
以

降
の
も
の
は
全
て
音
訓
両
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

私
達
が
現
在
読
ん
で
い
る
『
浄
土
三
部
経
』
は
音
読
用
に
の
み
対

応
し
た
も
の
で
す
。
ル
ビ
が
振
ら
れ
音
読
し
か
出
来
ま
せ
ん
。
江
戸

時
代
の
版
本
の
三
部
経
を
読
む
と
、
音
読
と
訓
読
が
共
に
出
来
る
よ

う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
個
人
的
に
は
こ
こ
七
、
八
年
は
朝
の
お
勤
め
な
ど
自
分
一
人

で
行
う
場
合
に
は
、
訓
読
で
読
む
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
法
事
や
寺

の
年
中
行
事
の
場
合
に
は
音
読
で
読
み
ま
す
が
、
自
分
の
理
解
を
深

め
る
と
い
う
意
味
で
訓
読
す
る
こ
と
に
意
識
付
け
て
読
む
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

　

あ
る
と
き
檀
家
さ
ん
の
お
う
ち
に
お
参
り
に
行
く
と
、
短
冊
が
有

り
そ
こ
に
「
積
善
余
慶
之
家
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
易
に
あ
る

言
葉
で
す
が
、『
無
量
寿
経
』
に
も
読
ん
で
い
る
と
「
積
善
の
余
慶

あ
っ
て
、
人
と
し
て
生
ま
れ
る
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
事
に
気
付
き

ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
浄
土
三
部
経
を
音
読
で
読
ん
で
い
る
と
き
に
は
全
く

解
ら
な
い
、
で
も
訓
読
を
し
て
い
く
と
気
付
い
て
い
な
い
も
の
に
気

付
く
事
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
親
し
ん
で
い
る
も
の

の
、
知
ら
な
い
で
い
る
事
が
あ
り
ま
す
。
訓
読
す
る
と
色
ん
な
と
こ

ろ
で
、
釈
然
と
し
な
い
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
何
回
も
繰
り
返
し

て
読
む
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
書
い
て
あ
る
こ
と
が
少

し
ず
つ
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
訓
読

は
非
常
に
便
利
な
も
の
で
す
。
天
保
四
年
版
か
ら
以
降
に
出
版
さ
れ

た
も
の
は
音
読
だ
け
で
な
く
、
訓
読
も
出
来
る
と
い
う
意
味
で
非
常

に
便
利
な
本
で
あ
り
ま
し
た
。
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
の

で
す
。
し
か
し
現
在
は
振
り
仮
名
が
有
り
、
そ
れ
だ
け
を
読
む
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
『
浄
土
三
部
経
』
を
読
ん
で
い
く
と
、
い
ろ
ん
な
所
に

気
に
な
る
と
こ
ろ
が
出
て
来
ま
す
。
例
え
ば
『
観
無
量
寿
経
』
の
最

後
の
流
通
分
に
あ
る
「
汝
、
よ
く
こ
の
語
を
た
も
て
、
こ
の
語
を
た

も
て
と
は
、
す
な
わ
ち
無
量
寿
仏
の
み
名
を
た
も
て
と
な
り
」
と
経

文
が
あ
り
ま
す
。
布
教
師
の
方
々
も
称
え
慣
れ
た
文
で
あ
り
、
私
達
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も
よ
く
耳
に
す
る
文
章
で
す
。
で
も
実
は
『
浄
土
三
部
経
』
の
中
で

は
そ
の
様
に
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
、「
汝
、
よ
く
こ
の
語
を
持
せ
よ
、
こ
の
語
を
持
せ
よ
と
は
、

す
な
わ
ち
無
量
寿
仏
の
み
名
を
持
せ
よ
と
な
り
」
と
読
ん
で
い
る
の

で
す
。
江
戸
時
代
の
訓
点
を
付
し
た
全
て
の
『
浄
土
三
部
経
』
で
は

こ
の
様
に
読
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

ど
う
し
て
そ
れ
を
「
汝
、
よ
く
こ
の
語
を
た
も
て
」
と
読
む
よ
う

に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
何
故
に
布
教
師
の
方
々
は
、
口
々
に
読
み
慣

わ
し
て
来
ら
れ
た
の
か
。
案
外
気
付
い
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
が
、
そ
の
答
え
は
法
然
上
人
の
伝
記
で
あ
る
勅
修
御
伝
の
文
に

あ
る
事
が
解
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
ハ
ッ
キ
リ
と
「
汝
、
よ
く
こ

の
語
を
た
も
て
、」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
そ
の

違
い
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
を
音
読
だ
け
で
読
ん
で

い
る
と
全
く
気
づ
き
も
し
な
い
で
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
こ
の
様
な
こ
と
に
気
付
く
た
め
に
も
『
浄
土
三
部
経
』
を
音

読
は
勿
論
必
要
で
す
が
、
訓
読
も
ま
た
必
要
な
も
の
で
あ
る
事
が
解

っ
て
き
ま
す
。
皆
さ
ん
も
『
浄
土
三
部
経
』
を
訓
読
し
て
い
た
だ
け

た
ら
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

　

⑵
『
浄
土
三
部
経
』
の
訓
読
に
つ
い
て

　

訓
読
は
、
先
程
来
申
し
ま
し
た
よ
う
に
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

の
境
念
窟
蔵
版
に
始
め
て
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
始
め
て
付
け
ら
れ
た

と
い
う
の
は
読
誦
本
と
し
て
始
め
て
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
浄
土

宗
の
訓
読
は
当
然
に
も
っ
と
早
い
時
代
に
示
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
定
本
と
い
う
形
に
な
る
の
は
や
は
り
、『
科
図
本
浄
土
三
部

経
』
が
あ
り
ま
す
。

　
『
科
図
本
浄
土
三
部
経
』
と
は
元
禄
六
年
に
義
山
が
鎌
倉
の
光
明

寺
の
観
徹
と
一
緒
に
冊
子
本
と
し
て
出
版
し
た
本
で
す
。
主
に
義
山

の
意
志
が
反
映
さ
れ
た
本
で
、
義
山
の
『
浄
土
三
部
経
』
に
対
し
て

の
理
解
と
読
み
方
が
示
さ
れ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
科
図
本
が
作
成

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
次
の
元
禄
十
年
版
に
な
る
と
義
山
と
は
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
観
徹
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
わ
ず
か
の
間
で
読
み
方
が
少
し
変
わ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
次
の
寛
政
十
一
年
の
版
も
観
徹
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
た
だ
こ
れ
も
目
録
な
ど
で
は
義
山
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
元
禄
六
年
と
元
禄
十
年
（
＝
寛
政
十
一
年
版
）
の
両
者
の

間
に
は
所
々
に
訓
読
に
於
い
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
佛
教
大
学
の
岸　

一
英
先
生
が
「
科
図
本
浄

土
三
部
経
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
一
読

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
と
言
う
本
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の



─ 49 ─

齊
藤
先
生
が
ご
説
明
を
さ
れ
た
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
合
讃
と
先
ほ
ど
の
科
図
本
の
両
本
が
、
浄
土
宗
に
お
い
て
の

訓
読
の
定
本
と
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
訓
読
は
光
明
寺
の
観
徹
の
書

い
た
本
に
依
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
嘉
永
五
年
の
大
雲
本
に
付
さ
れ
た
「
刻
訓
点
清
濁
三
部
経

凡
例
」
に
明
ら
か
で
す
。
そ
こ
に
は
「
本
経
ニ
訓
点
ヲ
施
ス
コ
ト
。

実
ニ
容
易
ナ
ラ
ズ
。
依
テ
今
。
科
図
本
ノ
指
南
ニ
従
ヒ
。
且
合
讃
ノ

解
釈
ニ
参
考
シ
テ
。
訓
点
ヲ
施
シ
文
義
ヲ
通
解
し
易
カ
ラ
シ
メ
ン
ト

ス
。
合
讃
ノ
解
釈
。
古
今
ノ
諸
疏
ヲ
折
衷
シ
テ
。
詳
略
宜
ニ
合
ヒ
。

少
モ
間
然
ス
ル
コ
ト
無
ケ
レ
ト
モ
。
猶
訓
古
ノ
。
一
二
ノ
疑
ハ
シ
キ

事
ナ
キ
ニ
非
ス
。
依
テ
今
是
ヲ
諸
書
ニ
質
シ
テ
。
聊
是
ヲ
改
ム
。
固

陋
恐
ク
ハ
訛
謬
ア
ラ
ン
。
タ
ヽ
識
者
ノ
訂
正
ヲ
乞
フ
ノ
ミ
」
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

大
雲
は
『
浄
土
三
部
経
』
の
訓
読
を
『
科
図
本
浄
土
三
部
経
』
と

『
浄
土
三
部
経
合
讃
』
に
よ
る
者
と
し
て
い
る
の
で
す
。『
浄
土
三
部

経
合
讃
』
は
江
戸
時
代
の
僧
侶
養
成
の
間
で
は
、
三
部
経
理
解
の
基

本
書
籍
で
あ
り
、
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
三
部
経
を
理
解
す
る

上
で
必
ず
読
む
本
で
あ
り
、
僧
侶
の
知
識
の
根
元
に
な
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
で
も
現
在
の
我
々
は
一
部
の
方
々
を
除
い
て
読
む
機
会
は

あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
り
は
、

や
っ
と
最
近
に
な
っ
て
手
元
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
あ
り
ま

す
。

　

そ
う
い
う
も
の
で
読
み
学
ん
で
い
く
と
『
浄
土
三
部
経
』
の
一
々

に
つ
い
て
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
れ
を
元
に
人
々
に
説
明
が
で
き
る

根
底
が
築
か
れ
、
特
に
浄
土
宗
の
伝
統
的
な
理
解
が
解
る
訳
で
あ
り

ま
す
。

　

今
、
私
達
は
『
浄
土
三
部
経
』
に
つ
い
て
調
べ
物
を
す
る
と
き
、

音
読
に
つ
い
て
は
別
で
す
が
、
特
に
訓
読
な
ど
を
見
る
と
き
、
浄
土

宗
に
於
い
て
も
『
浄
土
宗
全
書
』
が
あ
り
ま
す
が
、
手
っ
取
り
早
く

見
る
も
の
と
言
え
ば
一
冊
の
『
真
宗
聖
典
』
が
有
る
訳
で
す
。
お
か

し
な
話
で
す
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
片
手
で
持
つ
こ
と
が
で
き
、
い
ろ

ん
な
も
の
が
探
し
や
す
く
で
き
て
い
て
、
利
用
し
や
す
い
訳
で
す
。

一
方
、『
浄
土
宗
全
書
』
は
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
で
、
六
巻
に
分
か
れ
て

い
て
、
と
う
て
い
持
ち
運
び
で
き
ま
せ
ん
。『
真
宗
聖
典
』
は
実
際

に
多
く
の
方
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

あ
る
布
教
師
さ
ん
が
片
手
に
持
た
れ
て
資
料
を
探
し
て
お
ら
れ
、

便
利
で
す
ね
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
読
み
や

書
き
下
し
は
浄
土
宗
の
伝
統
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
浄
土
真

宗
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
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⑶
六
時
礼
讃
に
つ
い
て

　

六
時
礼
讃
は
現
存
す
る
浄
土
宗
の
本
で
流
布
し
現
在
残
っ
て
い
る

も
の
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
本
が
最
初
で
す
。
そ
れ
以
前
で

あ
れ
ば
京
都
三
条
の
檀
王
法
林
寺
に
あ
る
宗
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る

礼
讃
本
が
あ
り
ま
す
が
そ
れ
ぐ
ら
い
で
す
。
近
年
、
声
明
の
研
究
を

さ
れ
て
い
る
方
が
影
印
版
で
そ
れ
を
掲
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
ま
で

は
目
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
に
我
々
が
常
に
見

ら
れ
得
る
も
の
と
言
え
ば
資
料
の
通
り
で
す
。

　

そ
れ
以
前
に
は
無
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
出
版
目
録
の
中
に
は

『
六
時
礼
讃　

安
楽
房
博
士
付
き
』
と
い
う
も
の
が
出
て
来
ま
す
が
、

現
在
、
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
若
し
何
処
か
で
発
見
で
も
さ
れ
と
良

い
の
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
よ
う
で
す
。

　

も
う
少
し
時
代
が
下
が
っ
た
と
き
に
お
い
て
も
、
書
物
の
中
に
六

時
礼
讃
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
博
士
の
こ
と
等
も
記

載
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
残
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
す
が
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
私
達
が
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
延
宝
二
年
の
無

博
士
本
、
天
和
元
年
忍
澂
の
『
浄
業
課
誦
』、
そ
し
て
享
保
十
一
年

の
『
浄
土
礼
誦
法
』（
日
用
念
誦
と
六
時
礼
讃
）
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、

明
治
ま
で
『
浄
業
課
誦
』
と
『
日
用
念
誦
』
が
再
刊
さ
れ
続
け
て
き

た
訳
で
す
。
そ
れ
を
定
本
と
し
て
伝
承
し
た
訳
で
す
が
、
ど
れ
に
も

博
士
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
音
の
変
化
で
あ
る
、
下
音
・

中
音
・
上
音
や
初
重
、
二
重
、
三
重
の
指
定
だ
け
で
す
。

　

そ
の
他
で
は
、
鹿
ヶ
谷
の
法
然
院
か
ら
出
さ
れ
た
『
日
没
礼
讃

偈
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
博
士
が
付
さ
れ
た
唯
一
の
版
本
で
す
。

こ
れ
以
降
に
も
『
浄
業
課
誦
』
と
『
浄
土
礼
誦
法
』（
六
時
礼
讃
）

が
何
回
か
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
つ
い
に
『
浄
土
礼
誦
法
』
が
明
治

二
十
四
年
か
二
十
八
年
の
最
後
の
版
に
至
る
ま
で
博
士
が
付
い
た
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

現
在
我
々
が
使
う
法
要
集
に
は
皆
全
て
に
博
士
が
付
け
ら
れ
て
い

て
、
称
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
六
時
礼
讃
に
は

博
士
が
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
す
。
資
料
の
下
に
あ
る
文
書

を
お
読
み
致
し
ま
す
。
こ
れ
は
増
上
寺
第
三
十
四
世
の
雲
臥
が
鹿
ヶ

谷
の
忍
澂
に
宛
て
た
手
紙
で
す
。（『
浄
土
教
報
』
第
百
五
十
号
に
所

載
）」

　
「
六
時
礼
讃
は
、
安
楽
房
が
は
か
勢
を
付
し
て
よ
り
、
浄
土
宗
日

用
の
大
切
な
る
法
事
と
見
え
た
り
、
爾
今
相
伝
有
之
や
、
然
る
に
其

は
か
勢
の
伝
え
を
絶
え
て
、
又
六
時
の
礼
讃
も
、
今
は
不
行
中
に
見

え
た
り
、
若
檀
林
如
法
執
行
稽
古
有
之
時
は
天
下
一
同
の
は
か
勢
に

可
有
之
、
他
宗
は
本
山
に
お
い
て
、
法
事
を
稽
古
す
る
故
に
、
諸
国



─ 51 ─

一
同
な
り
浄
土
宗
は
た
ま
た
ま
一
時
二
時
相
勤
む
る
礼
讃
も
思
い
思

い
處
々
の
は
か
勢
に
て
、
一
同
に
無
之
故
檀
林
の
大
い
な
る
無
沙
汰

な
り
、
向
後
稽
古
の
学
所
を
定
め
て
、
元
祖
鎮
西
よ
り
行
い
奉
る
所

の
法
事
を
再
興
し
、
天
下
一
同
な
る
べ
き
な
り
」

　

こ
の
手
紙
を
頂
か
れ
て
忍
澂
は
『
浄
業
課
誦
』
を
著
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
浄
土
宗
と
し
て
統
一

さ
れ
た
節
、
博
士
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
無

い
か
と
言
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
様
々
な
節
が
混
在
す
る
形
で

浄
土
宗
に
六
時
礼
讃
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
事
に
な
る
訳
で
す
。
そ
れ

が
現
在
は
統
一
が
図
ら
れ
て
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
法
要
集

が
で
き
る
前
、
統
一
を
図
る
前
に
は
関
東
と
関
西
で
音
の
取
り
方
に

少
し
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
浄
業
課
誦
』
と
『
浄
土
礼
誦

法
』（
六
時
礼
讃
）
に
示
さ
れ
た
音
の
指
定
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と

に
よ
り
ま
す
。
つ
ま
り
『
浄
業
課
誦
』
で
唱
え
て
い
た
地
域
と
『
浄

土
礼
誦
法
』
で
唱
え
て
い
た
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
訳
で
す
。

　
『
浄
土
礼
誦
法
』
は
上
音
・
中
音
・
下
音
と
示
し
、『
浄
業
課
誦
』

は
初
重
・
二
重
・
三
重
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
伝
統
的
に
地

域
に
密
着
し
た
唱
法
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
東

西
の
浄
土
宗
に
二
つ
の
唱
法
と
い
う
異
な
り
は
、
漸
く
平
成
に
な
っ

て
統
一
さ
れ
た
の
で
す
。

　

⑷
法
要
集
的
な
位
置
に
あ
る
書
物

　

私
達
が
利
用
す
る
法
要
集
の
元
は
江
戸
時
代
に
ハ
ッ
キ
リ
と
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
延
宝
二
年
の
『
六
時
礼
讃
』
と
天
和
三
年
の
『
法
則
集

（
仮
）』
は
よ
く
合
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
増
上
寺
前
の
松

村
十
兵
衛
版
で
法
則
集
に
は
偈
文
集
や
声
明
、
施
餓
鬼
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
天
和
元
年
に
出
版
さ
れ
た
忍
澂
の
『
浄
業
課
誦
』、
元
禄
十

一
年
の
必
夢
の
『
浄
土
諸
回
向
宝
鑑
』、
享
保
十
一
年
の
性
澂
の

『
浄
土
礼
誦
法
』（
六
時
礼
讃
と
日
用
念
誦
）、
享
保
十
九
年
の
『
浄

業
課
誦
』
と
享
保
二
十
年
の
宝
洲
に
よ
る
『
浄
業
課
誦
付
録
』
が
出

さ
れ
て
く
る
訳
で
す
。
こ
れ
ら
は
二
度
三
度
江
戸
時
代
を
通
じ
て
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ
て
金
井
秀
道
が
『
浄
土
苾
蒭

宝
庫
』
を
江
戸
時
代
の
様
々
な
法
要
本
を
収
載
し
、
法
要
集
の
基
盤

と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
元
は
江
戸
前
期
の
終
わ
り
頃
か
ら
示
さ
れ

て
い
た
と
言
え
ま
す
。

　

例
え
ば
天
和
三
年
『
法
則
集
（
仮
）』
の
影
響
は
非
常
に
強
い
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
施
餓
鬼
に
は
三
種
が
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
普
通
の
施
餓
鬼
、
一
つ
は
漢
音
の
施
餓
鬼
、
そ
し
て

ひ
と
つ
は
（
盂
蘭
盆
）
施
餓
鬼
で
す
。
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現
在
に
於
い
て
も
、
施
餓
鬼
と
言
い
な
が
ら
「
一
心
奉
請
蘭
盆
教

主
釈
迦
文
仏
」
と
唱
え
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
全
て
を
漢

音
で
唱
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
普
通
の
施
餓
鬼
を

さ
れ
る
地
域
も
あ
る
の
で
す
。
宗
定
と
し
て
定
め
ら
れ
て
、
教
え
ら

れ
て
き
た
法
要
を
大
事
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
昭
和
十
四
年
に
な

っ
て
法
要
集
に
全
面
的
な
改
定
を
さ
れ
た
と
き
、
施
餓
鬼
と
盂
蘭
盆

を
ハ
ッ
キ
リ
と
分
け
ら
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ま
で

は
盆
の
お
施
餓
鬼
と
し
て
盂
蘭
盆
に
合
わ
せ
て
施
餓
鬼
を
す
る
こ
と

を
宗
定
と
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
が
解
っ
て
く
れ
ば
、

そ
の
法
要
の
本
意
、
意
味
合
い
が
解
っ
て
く
る
。
解
っ
て
く
れ
ば
、

そ
こ
に
そ
の
法
要
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
私

達
が
常
に
気
を
つ
け
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
は
、
そ
の
元

に
あ
る
典
拠
の
経
と
儀
軌
、
そ
し
て
そ
の
法
要
へ
の
理
解
を
深
め
て

お
く
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
変
遷
が
あ
り
ま
す
。
当
然
法
要
に
於
い

て
も
同
じ
事
で
、
ま
た
実
唱
の
礼
讃
や
声
明
に
お
い
て
も
変
遷
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
を
よ
く
踏
ま
え
た
上
で
、
元
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

現
状
を
把
握
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
有
っ
た
こ
と
が
、
現
在
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
も

の
も
沢
山
有
り
ま
す
。
一
つ
一
つ
江
戸
時
代
の
文
献
資
料
に
基
づ
き
、

先
ず
新
た
に
理
解
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
『
大
般
涅
槃
経
』
と
い
う
南
伝
の
経
典
の
中
に
は
ス
ト
ゥ
ー
パ

（
塔
）
を
建
て
る
べ
き
四
種
の
人
が
あ
げ
ら
れ
、
火
葬
し
た
後
、
ス

ト
ゥ
ー
パ
を
建
て
、
供
養
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
説
か
れ
て

お
り
ま
す
。
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
勿
論
お
墓
の
こ
と
、
そ
し
て
仏
の
教
え

を
聞
い
て
修
行
す
る
も
の
（
声
聞
）
に
も
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
作
っ
て
供

養
し
な
さ
い
と
す
る
訳
で
す
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
私
達
も
仏
の
教

え
を
受
け
修
行
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
一
部
に
あ
た
り
ま
す
。

つ
ま
り
墓
を
作
り
、
供
養
す
る
こ
と
は
仏
教
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と

で
も
あ
る
こ
と
を
私
達
は
知
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
現
在
の
人
々
に

伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
現
在
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
江
戸
時
代
の
文
献
や
資

料
だ
け
で
は
な
く
、
僧
侶
養
成
の
檀
林
制
度
の
あ
り
方
等
を
踏
ま
え

た
上
で
、
現
在
の
人
々
に
説
い
て
い
く
こ
と
も
と
っ
て
も
大
事
な
事

で
す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
一
通
り
お
四
方
か
ら
発

表
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
お
約
束
し
ま
し
た
よ
う
に
、
若
干
補

足
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
五
時
二
〇
分
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
終
え
る
予
定
で
す
。
明
日
も
時
間
は
多
少
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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い
か
が
で
す
か
。
ど
な
た
か
ら
で
も
ど
う
ぞ
。

　

松
永　

話
の
途
中
で
し
た
の
で
「
江
戸
時
代
に
学
ぶ
」
の
批
判
的

な
視
点
・
見
直
し
の
視
点
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
次
に
お
話
し
致
し
ま
す
。
文
字
資
料
の
4
ペ
ー
ジ
目
に
三
つ
、

書
い
て
お
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
異
体
字
、
別
体
字
の
処
理
と
い
う
こ
と
で
『
大
正
蔵

経
』
の
不
十
分
さ
が
出
て
い
る
。
則
天
文
字
は
、
例
え
ば
水
戸
光
圀

の
「
圀
」
と
い
う
字
な
ど
は
全
て
「
國
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
す

る
と
元
々
あ
っ
た
、
例
え
ば
高
麗
版
に
あ
っ
た
も
の
の
字
形
は
、
則

天
文
字
の
影
響
を
受
け
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
テ
キ
ス
ト
の
原
典
の
息
吹
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

二
つ
目
に
は
、
黄
檗
版
は
現
在
も
刷
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う

し
た
も
の
は
鉄
眼
禅
師
が
つ
く
っ
た
時
点
と
同
じ
な
の
か
と
い
う
と
、

実
は
鉄
眼
禅
師
が
つ
く
ら
れ
た
版
木
と
違
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は

そ
っ
く
り
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

三
つ
目
に
は
、『
縁
山
三
大
蔵
目
録
』
は
内
容
で
の
紐
つ
け
は
し

て
あ
り
ま
す
が
、
深
く
踏
み
込
ん
で
対
校
し
て
い
な
い
。
先
ほ
ど
図

版
資
料
の
ほ
う
で
言
い
ま
し
た
が
『
那
先
比
丘
経
』
は
、
高
麗
本
は

二
巻
本
で
す
が
、
宋
版
・
元
版
・
明
版
は
三
巻
本
で
、『
大
正
蔵
経
』

で
も
対
校
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
Ａ
本
・
Ｂ
本
と
い
う
こ
と
で
、

別
出
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
間
違
い
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
反
省
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
付
け
加
え
て
言
い
ま
す
と
、
文
字
資
料
4
ペ
ー
ジ
に

は
、『
大
正
蔵
経
の
経
典
研
究
者
か
ら
の
批
判
』
と
い
う
こ
と
で
末

木
先
生
の
文
章
だ
け
載
せ
ま
し
た
。
そ
こ
に
「
最
近
、
韓
国
な
ど
か

ら
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
高
麗
版
と
対
照
し
て
み
る
と
、
誤
植
も
あ

る
し
、
単
な
る
誤
植
と
は
思
わ
れ
な
い
文
字
の
相
違
も
見
ら
れ
る
。」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
も
影
印
版
が
本
当
に
正
し
い
の
か
と
い

う
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

文
字
資
料
5
ペ
ー
ジ
目
（
４
）【
こ
れ
か
ら
我
々
が
進
む
べ
き
方

向
】
を
考
え
る
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
致
し
ま
す
。

　

実
は
末
木
文
美
士
先
生
は
、
も
う
見
直
し
の
時
期
に
来
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
来
て
い

る
こ
と
は
、
佛
教
大
学
の
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
か
ら
出
版
さ
れ

た
展
観
目
録
の
『
黄
檗
版
大
蔵
経
展
』、
あ
る
い
は
『
高
麗
版
大
蔵

経
の
諸
相
』、
あ
る
い
は
『
明
・
萬
暦
版
大
蔵
経
の
諸
相
』
等
の
図

録
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
高
麗
版
の
影
印
版
も
不
正
確
で
あ
る

し
、
宋
版
、
元
版
も
実
際
に
比
較
対
照
と
い
う
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刷
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本
を
対
照
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
ま
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
で
『
大
正
蔵
経
』
の
底
本
と
な
っ
た
増
上
寺
版
の

重
要
性
が
益
々
高
ま
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
大
正
蔵
は
高
麗
版
底
本
だ
と
言
い
な
が
ら
、
検
証
が
必

要
で
あ
る
こ
と
の
必
要
性
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
文

字
資
料
5
ペ
ー
ジ
例
6
の
『
大
乗
中
観
釈
論
』
十
八
巻
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
増
上
寺
本
に
は
全
十
八
巻
入
っ
て
い
ま
す
が
、

『
大
正
蔵
経
』
に
は
第
一
巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
し
か
収
録
さ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
一
〇
巻
以
降
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
に
申
し
ま
し
た
『
那
先
比
丘
経
』
と
同
様
に
『
頻
伽
蔵
』
は

『
縮
刷
版
大
蔵
経
』
を
そ
の
原
稿
本
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

本
来
写
本
と
し
て
入
蔵
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
第
一
〇
巻
以
降

の
九
巻
の
部
分
を
何
ら
か
の
手
違
い
で
間
違
え
入
蔵
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
勘
案
し
て
み
ま
す
と
、
文
字
資
料
7
ペ
ー
ジ

に
あ
り
ま
す
よ
う
に
影
印
本
に
は
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
現
在
、

社
会
的
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
を
構
築
す
る
こ
と
。
浄
土
宗
の
出
版
と
し
て
、
増
上
寺
に
あ

る
三
大
蔵
、
酉
蓮
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
明
の
萬
暦
版
、
そ
の
よ
う

な
も
の
を
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
公
開
し
て
、
浄
土
宗
の
全

書
で
や
っ
て
き
た
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
、
そ
し
て
、
ま
た
、

そ
の
元
に
な
っ
た
も
の
を
公
刊
し
て
い
く
と
い
う
方
向
で
公
開
し
て

い
く
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
研
究
の
大
き
な
裨
益
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
齊
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
義
山
の
公
開

の
精
神
、
あ
る
い
は
炭
屋
上
人
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
寺
院
の
公
益
性

と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
今
現
在
直
接
的
な
公
益
に
は
な
ら
な
い

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
未
来
永
劫
に
つ
づ
く
仏
教
研
究
の
基
盤

と
し
て
『
大
正
蔵
経
』
と
い
う
世
界
テ
キ
ス
ト
の
底
本
公
開
は
意
味

の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

長
谷
川　

そ
れ
で
は
、
齊
藤
先
生
。

　

齊
藤　

二
点
、
補
足
い
た
し
ま
す
。
今
、
松
永
先
生
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
増
上
寺
の
三
大
蔵
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
底
本
の
画
像
ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
に

つ
い
て
調
べ
て
お
り
ま
し
た
。

　

前
世
紀
の
終
わ
り
、
一
九
九
九
年
に
、
今
、
花
園
大
学
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
師
茂
樹
先
生
と
石
井
公
成
先
生
の
対
論
が
あ
り
ま
し
た
。

元
々
、
ど
の
よ
う
な
雑
誌
に
公
開
さ
れ
て
い
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
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の
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
探
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
今
や
底
本
の
画
像
を
公
開
し
て
、
そ
れ
を
見
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
随
分
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
テ
キ
ス

ト
フ
ァ
イ
ル
で
の
公
開
が
や
っ
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
で
の

発
言
で
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
二
十
年
近
く
前
で
す
か
ら
、
技
術
的
に

も
ま
だ
ま
だ
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
例
え
ば
、
画
像
一
枚
当
た
り
が
四
百
メ
ガ
、
一
ギ
ガ

近
い
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
繊
細
な
画
像
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
を
元
に
し
て
公
開
用
の
画
像
を
つ
く
っ
て
公
開
し
て
い
く
こ
と
、

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
が
非
常
に
安
価
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、
サ
ー
バ
ー

も
非
常
に
安
く
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
非
常
に
い
い
時
期
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
松
永
先
生
の
ご
提
案
に
私
も
強
く

支
持
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
『
三
部
経
』
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
飛
ば
し
ま

し
た
の
で
、
一
、
二
点
お
話
し
し
て
、
補
足
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

私
の
資
料
四
ペ
ー
ジ
目
、『
随
聞
講
録
』
に
依
拠
し
た
例
、
依
ら

な
か
っ
た
例
と
し
て
、
実
際
の
『
三
部
経
』
の
現
代
語
訳
の
過
程
で

ど
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
た
の
か
、
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
よ

う
な
使
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
観
経
で
「
譬
如
紅
蓮
華
色
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

「
例
え
ば
紅
蓮
華
の
色
の
ご
と
し
」
と
読
む
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ

は
本
当
に
読
め
な
い
と
こ
ろ
で
す
。「
譬
」
の
「
言
」
が
肉
月
に
な

っ
て
い
る
別
本
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
読
ん
で
し
ま
っ
た
の
が
、
大
乗
仏
典
の
中
の
『
観
経
』
の

訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
読
み
方
は
だ
め
だ
よ
と
い
う
の
が
義
山
の
指

示
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。「
若
し
爾
ら
ば
何

ぞ
赤
色
の
譬
を
用
る
や
と
云
う
と
き
、
記
の
意
に
準
ず
る
に
、
此
れ
、

盛
ん
な
る
貌
を
取
り
て
化
佛
侍
者
の
多
き
に
譬
う
。
其
の
化
佛
侍
者
、

魏
魏
と
し
て
、
虚
空
に
徧
滿
す
る
こ
と
、
紅
蓮
華
の
赫
赫
と
し
て
池

に
滿
ち
、
美
麗
し
く
、
數
、
多
く
あ
る
が
如
し
と
云
う
こ
と
な
り
」

（「
記
」
は
良
忠
上
人
の
『
定
善
義
』
の
『
伝
通
記
』）
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
れ
を
受
け
て
「〔
そ
う
し
た
化
仏
た
ち
は
〕
変
幻
自
在
に
現
れ

出
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。〔
そ
の
様
子
は
〕
ま

る
で
紅
蓮
華
の
色
の
〔
麗
し
く
、
所
狭
し
と
咲
き
誇
っ
て
い
る
〕
よ

う
で
あ
る
」
と
い
う
、
義
山
さ
ん
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
使
わ
せ
て
い

た
だ
き
、〔
〕
に
入
れ
て
読
ん
で
い
く
と
い
う
読
み
方
も
し
て
お
り

ま
す
。
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『
阿
弥
陀
経
』
の
「
七
重
欄
楯
七
重
羅
網
七
重
行
樹
」
の
読
み
方

に
つ
い
て
も
、
義
山
の
読
み
方
に
従
っ
た
訓
点
が
大
雲
点
本
に
し
て

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
従
っ
た
読
み
方
を
現
在
し
て
い
る
の
が
実
情
で

す
。

　

こ
の
引
用
文
の
「
此
を
七
重
と
云
う
」
の
あ
と
、「
彼
の
國
も
」

か
ら
「
雑
亂
な
し
」
ま
で
は
善
導
大
師
さ
ん
の
『
観
経
疏
』「
定
善

義
」
の
引
用
で
す
。
こ
れ
を
受
け
た
釈
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
従
っ

て
前
の
訳
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
四
誓
偈
の
釈
で
あ
り
ま
す
。『
無
量
寿
経
』
の
四
誓
偈
に

つ
い
て
は
、『
合
讃
』、『
随
聞
講
録
』
と
も
に
、
了
慧
『
無
量
寿
経

鈔
』
の
科
文
に
従
い
、「
離
欲
深
正
念
」
以
下
を
、「
佛
德
を
擧
げ
て

順
求
す
」
と
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
も
注
釈
を
ず
っ
と
見
ま
す
と
、
佛
德
は
誰
の
佛
德
か
と
言
う

と
、
世
自
在
王
佛
の
佛
德
だ
と
い
う
注
釈
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
『
随
聞
講
録
』
は
注
釈
を
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
四
誓
偈
の

釈
の
末
尾
に
は
「
扨
、
中
間
の
七
行
は
何
事
を
説
き
給
う
ぞ
と
云
う

時
、
是
れ
、
誓
約
成
就
し
て
成
佛
し
正
覺
を
取
ら
ん
時
の
德
を
擧
ぐ

る
な
り
」。
こ
れ
は
鎮
西
上
人
の
『
西
宗
要
』
に
出
て
く
る
も
の
を

そ
の
ま
ま
使
っ
て
お
り
ま
す
。
二
論
を
併
記
す
る
。
結
論
を
出
さ
ず

に
置
い
て
お
く
と
い
う
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

か
ら
、
現
代
語
訳
の
原
則
に
従
い
、
大
雲
点
本
に
一
応
従
っ
た
よ
う

な
訳
を
我
々
は
つ
く
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
解
釈
上
、
現
在
に
お
け
る
理
解
を
江

戸
期
の
浄
土
宗
に
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

浄
土
三
部
経
の
理
解
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

　

江
戸
期
の
浄
土
宗
に
学
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
既
に
こ
れ
が
宗

典
解
釈
の
現
状
で
あ
り
ま
す
。『
三
部
経
』
を
読
む
の
に
勝
手
に
読

ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
長
い
歴
史
の
中
で
培

わ
れ
て
い
っ
た
宗
内
の
解
釈
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
大
澤
先
生
が
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
と
こ
ろ
、
大
雲

点
本
に
あ
り
ま
す
「
刻
訓
点
清
濁
三
部
経
凡
例
」
の
文
章
を
私
も
た

ま
た
ま
引
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
科
図
本
ノ
指
南
ニ
従

ヒ
。
且
合
讃
ノ
解
釈
ニ
参
考
シ
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
に
依
っ
た

か
が
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
に
入
っ
て
い
る
三
部
経
の
書

き
下
し
文
は
、
そ
の
嘉
永
五
年
刊
の
大
雲
点
本
の
訓
点
に
従
っ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
も
こ
の
大
雲
点
本
か
ら

の
書
き
下
し
、
そ
れ
も
嘉
永
五
年
本
に
従
っ
て
い
っ
た
書
き
下
し
文

に
従
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
『
合
讃
』
や
『
随
聞
講
録
』
を
常
に
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参
照
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、『
合
讃
』、
特
に
『
随
聞
講
録
』
の
場
合
で
す
が
、

現
在
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
余
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
な
表
現
、

特
に
不
快
語
の
使
用
な
ど
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
そ
の
ま
ま
の
使
用
は
憚
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
時
代
の
制
約
と
い
う
こ
と
で
了
承
す
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
部
経
の
現
代
語
訳
作
業
を
通
し
て
、
三
部
経
を
読
み
解
く
際
の

定
点
の
必
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
。
こ
の
『
合
讃
』
と
『
随
聞
講

録
』
は
広
く
宗
乗
余
乗
、
外
典
に
論
拠
を
求
め
、
広
い
視
野
か
ら
の

読
み
を
示
し
て
い
る
点
か
ら
定
点
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
無
条

件
に
正
し
い
と
し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

長
谷
川　

既
に
定
刻
を
少
し
回
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
の
コ
メ

ン
ト
を
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
余
韻
を
明
日
の
午
後
一

時
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
受
け
継
が
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
お
手

元
の
質
問
用
紙
に
、
ぜ
ひ
ご
質
問
等
を
お
書
き
い
た
だ
い
て
、
お
帰

り
の
と
き
に
回
収
箱
に
入
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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長
谷
川　

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
総
合
学
術
大
会
二
日
目
、
午
前

中
の
各
部
会
の
報
告
も
非
常
に
活
性
化
し
て
い
た
よ
う
に
、
垣
間
見

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
日
間
続
け
て
と
い
う
方
々
に
は
お
疲
れ

の
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
段
に
入

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

昨
日
お
帰
り
の
際
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
質
問
表
を
拝
見
い

た
し
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現

状
と
課
題
」、
副
題
は
「
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
体
、
現
代
社
会
の
寺
院
の
状
況
、
そ
し
て
、

そ
れ
を
打
開
し
て
い
く
べ
き
方
向
、
そ
の
よ
う
な
現
代
の
寺
院
の
問

題
に
入
っ
て
こ
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
ど
も
の
認
識
と
し
て
は
、
ま
ず
踏
ま
え
る
べ
き
前
提
と
し
て
江

戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
学
ぶ
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
共
有
し
て
、

そ
こ
か
ら
大
き
な
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
代
的
な
課
題
に
少

し
で
も
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
ま
し
て
も
、
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
し
た
四
人
の
先
生
方
、

私
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
な
分
野
あ
る
い
は
関
心
の
置
き

方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
光
を
当
て
る
範
囲

も
お
の
ず
と
限
定
的
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
限
定
的
に
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
放
言
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
②

	
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―

	

■
発
表
者	

	

松
永　

知
海

	
	

炭
屋　

昌
彦

	
	

大
澤　

亮
我

	
	

齊
藤　

舜
健

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

長
谷
川
匡
俊
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い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

総
合
研
究
所
を
は
じ
め
と
し
て
、
浄
土
宗
の
研
究
組
織
あ
る
い
は

個
々
人
に
置
か
れ
て
も
こ
の
現
代
寺
院
の
問
題
に
つ
い
て
真
剣
に
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
が
少
な
く
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
そ
う
し
た
只
中
に
い
て
、
こ
の
問
題
そ
の
も

の
に
か
な
り
突
っ
込
ん
で
検
討
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
見
る
と
、
や
や

物
足
り
な
い
、
あ
る
い
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
片
寄
り
過
ぎ
て
い

る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
点
は
あ
る
程
度
ご

寛
容
に
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
さ
り
と
て
決
し

て
逃
げ
る
わ
け
で
は
な
く
、
精
一
杯
き
ょ
う
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中

で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

最
初
に
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
運
び
方
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
前
段
と
後
段
の
二
つ
に
分
け
て
、
前
段
で
は
最
初
に
私

か
ら
少
し
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
そ
の
最
後
の
ほ
う
に
昨
日
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
質
問
や
ご
意
見
に
つ
い
て
一
通
り
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
、
昨
日
の
順
序
に
従
っ
て
補
足
を
含
め
て
質
問
に
対
す

る
応
答
を
い
た
し
ま
す
。
一
巡
し
て
、
二
時
二
〇
分
を
目
安
に
前
半

を
終
わ
り
、
一
〇
分
程
度
休
憩
を
入
れ
、
再
開
し
ま
し
た
ら
、
三
時

三
〇
分
に
は
終
わ
ら
せ
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
後
段
は
フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
や
ご
意
見
を
中
心
に

進
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
申
し
上
げ

て
お
き
ま
す
。

　

昨
日
、
基
調
講
演
で
宇
高
先
生
か
ら
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
の
基
礎

が
築
か
れ
て
い
く
経
過
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
近
現
代

と
比
較
し
た
と
き
に
何
が
ど
う
違
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
課
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
へ
の
対
策
も
含
め

て
ご
提
示
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
自
身
は
誠
に
中
途
半
端
な
人
間
で
、
あ
ち
こ
ち
に
関
心
だ
け
は

及
ぶ
の
で
す
が
、
表
層
を
な
で
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
末
期
か
ら
今
日
ま
で
仏
教
あ
る
い
は
寺
院
が
危
機
的
な
状

況
に
追
い
込
ま
れ
た
局
面
が
四
度
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
止
め
て
お
り

ま
す
。

　

そ
の
四
度
目
が
九
〇
年
代
か
ら
現
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
一
度
目
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
幕
末
か
ら
維
新
期
に
か
け
て

の
激
動
と
、
廃
仏
毀
釈
、
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
が
国
内
で

も
徐
々
に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
中
で
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
仏

教
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
。
大
き
な
括
り
で
言
え
ば
、

い
わ
ゆ
る
国
家
の
政
策
目
的
に
叶
う
よ
う
な
国
益
重
視
の
方
向
で
ど

の
教
団
も
ほ
ぼ
そ
の
線
に
即
し
て
運
営
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
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か
と
思
い
ま
す
。

　

二
度
目
の
危
機
は
、
大
体
一
九
二
〇
年
前
後
か
ら
三
〇
年
代
前
半

ぐ
ら
い
、
大
正
の
中
期
か
ら
昭
和
の
初
頭
、
こ
の
時
期
は
国
内
で
も

農
村
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
農
民
の
暮
ら
し
が
逼
迫
し
て
い
く
、
貧
困

の
問
題
が
顕
在
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
都
市
で
も
そ
う
で

す
が
、
都
市
の
貧
困
と
農
村
の
貧
困
の
問
題
は
性
格
が
違
う
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
ロ
シ
ア
革
命
に
端
を
発
す
る
、

世
界
改
造
、
宗
教
改
造
、
寺
院
改
造
と
い
う
動
き
が
怒
涛
の
ご
と
く

押
し
寄
せ
て
く
る
わ
け
で
す
。
私
は
そ
れ
を
思
想
的
な
外
圧
と
受
け

止
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
中
心
に
し
て
、

反
宗
教
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
社
会
経
済
的
、
思
想

的
な
動
向
に
浄
土
宗
教
団
は
ど
う
応
え
て
い
く
か
、
仏
教
界
は
ど
う

応
え
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

具
体
的
な
寺
院
の
現
場
で
言
え
ば
、
今
ま
で
の
寺
院
の
あ
り
方
や

体
質
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
の
キ
ー
ワ
ー

ド
の
一
つ
は
「
社
会
化
」
と
い
う
課
題
で
あ
り
ま
す
。
昨
日
の
発
表

で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
、
寺
院
の
「
公
益
」
あ
る
い
は
「
公
益

性
」
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
ま
す
。

　

私
も
も
ち
ろ
ん
使
い
ま
す
が
、
公
益
は
目
的
概
念
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
公
益
と
い
う
目
的
を
果
た
し
て
い
く
た
め

に
は
、
媒
介
項
と
し
て
寺
院
が
社
会
化
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
寺
院
を
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
先
駆
的
実
践
を
思
想
的
な
外
圧
と
貧
困
問
題
の
顕
在
化
の
中
で

我
々
の
大
先
輩
た
ち
が
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

三
度
目
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
、
焦
土

と
化
し
た
国
内
の
壊
滅
的
な
状
況
、
こ
れ
は
寺
院
も
当
然
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
農
地
改
革
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
我
々
の
先
輩
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
対

応
を
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

戦
争
直
後
か
ら
十
年
近
く
は
暮
ら
し
向
き
も
厳
し
い
も
の
が
あ
り

ま
し
た
か
ら
、
当
然
の
こ
と
、
そ
う
し
た
檀
家
に
支
え
ら
れ
て
い
た

寺
院
経
営
も
ま
た
厳
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
幸

い
な
こ
と
に
人
口
の
増
加
や
高
度
経
済
成
長
を
追
い
風
に
し
て
寺
院

の
復
興
や
寺
院
の
活
性
化
が
果
た
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
い

や
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
こ
と
に
甘
え
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ぬ
る
ま
湯
に
浸
か
っ
て
い
る
カ
エ
ル
の
よ
う
な
状
態
で
は
な
か

っ
た
か
。
昨
日
の
炭
屋
上
人
の
発
表
に
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
四
度
目
の
危
機
は
、
従
来
と
決
定
的
に
違
う
点
が
幾
つ
も

あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
人
口
減
少
、
そ
し
て
、
少
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子
高
齢
化
、
こ
の
構
造
的
な
危
機
の
中
で
寺
院
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
。
教
団
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
今
ま
さ
に
問
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
す
る
応
答
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
専
門
の
お
立
場
か
ら
、
あ

る
い
は
関
心
を
お
持
ち
の
向
き
か
ら
こ
の
あ
と
発
表
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
私
自
身
も
、
時
間
的
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
意

見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
こ
れ
か
ら
、
昨
日
回
収
し
た
質
問
表
を
一
通
り
読
み
上
げ

て
、
昨
日
の
順
序
に
従
っ
て
質
問
に
対
す
る
応
答
と
補
足
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
柴
田
泰
山
先
生
か
ら
の
質
問
で
す
。
ど
な
た
へ

と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

１
、
教
学
面
に
つ
い
て
。
現
代
の
浄
土
宗
学
は
九
部
宗
学
に
お
い

て
『
頌
義
』
を
基
礎
と
し
た
近
世
宗
学
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
。
２
、

教
化
面
に
つ
い
て
。
信
仰
が
希
薄
な
現
代
に
お
い
て
近
世
か
ら
何
を

学
び
何
を
教
化
面
に
活
用
す
べ
き
か
。
３
、
文
化
面
に
つ
い
て
。
印

刷
文
化
が
デ
ジ
タ
ル
文
化
に
変
化
し
た
現
代
に
お
い
て
、
い
か
に
し

て
版
本
、
写
本
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
か
つ
公
開
す
べ
き
か
。
撮
影
に

は
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
が
、
一
宗
と
文
科
省
か
ら
ど
の
よ
う
に
資

金
を
導
入
す
れ
ば
い
い
か
。

　

つ
ぎ
に
、
小
澤
憲
珠
先
生
か
ら
、
齊
藤
先
生
と
大
澤
先
生
へ
の
質

問
と
し
て
、
四
誓
偈
を
訓
読
す
る
場
合
、
何
と
な
く
釈
然
と
し
な
い

思
い
を
い
つ
も
抱
い
て
お
り
ま
す
。
四
誓
偈
の
全
文
は
全
て
法
蔵
菩

薩
の
誓
願
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
一
部
を
世
自
在
王
如
来
の
仏
徳

と
捉
え
る
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
の
大
雲
、
義
山
等
の
大
徳
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
受
け
継

が
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
漢
文
を
素
直
に
読
ん
だ
場
合
、
ま
た
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
で
も
全
て
法
蔵
菩
薩
自
身
の
強
い
誓
願
と
し
て
説

か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
三
界
の
雄
と
な
り
た
ま
え
り
」
で
は
な
く
、
法
蔵
自
身

が
「
三
界
の
雄
と
な
ら
ん
」
の
ほ
う
が
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
に
即

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
語
訳
の
ご
苦
労
は
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

つ
ぎ
に
匿
名
で
す
が
、
松
永
先
生
、
齊
藤
先
生
へ
の
ご
意
見
で
も

あ
り
ま
す
。
松
永
先
生
、
齊
藤
先
生
か
ら
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
お
話
が
出
ま
し
た
。
現
在
、
国
会
図
書
館
や
国
文
学
研
究
資
料

館
で
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
『
浄
全
』
や
『
続
浄
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
典
籍
や
活

字
に
な
っ
て
い
な
い
浄
土
宗
関
係
の
典
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

『
浄
全
』
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ
れ
ら
を
紐
付
け
で
き
た
ら
、
活
字

と
原
本
が
対
照
で
き
て
便
利
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
あ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
発
表
や
議
論
に
関
連
し
て
ま
い
り
ま
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す
。
昨
日
お
帰
り
に
な
ら
れ
た
花
田
俊
岳
上
人
か
ら
、
炭
屋
先
生
へ

の
ご
質
問
。
今
般
、
檀
家
制
度
は
前
近
代
的
、
ま
た
は
封
建
的
シ
ス

テ
ム
と
し
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
を

尊
い
仏
縁
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
難
信
の
法

で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
幼
い
頃
か
ら
お
念
仏
を
耳
に
す
る
と
い
う
薫

習
は
得
が
た
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
そ
の
機
会
を
与
え
る
の
が
（
そ

の
一
つ
が
）
檀
家
制
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
問
題
は
、
制
度
よ

り
そ
れ
に
寄
り
か
か
る
僧
、
生
か
せ
な
い
僧
に
あ
る
の
で
は
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
寺
院
一
宗
教
法
人
の
体
制
の
検
討
に
は
法
律
の
問

題
な
ど
も
あ
り
、
宗
門
が
積
極
的
に
こ
れ
に
着
手
す
べ
き
か
と
考
え

ま
す
。
た
だ
し
、
法
人=

実
際
は
一
家
族
と
い
う
現
実
の
中
で
は
、

場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
意
味
で
の
公
社
化
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。

　

個
人
が
正
住
兼
務
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
社

と
し
て
複
数
寺
院
を
管
理
運
営
す
る
形
式
で
す
。
大
が
小
を
吸
収
す

る
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
。
寺
院
の
護
持
が
念
仏
の
相
続
、
教
化
、
布
教
と
い
う

大
目
標
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
イ
コ
ー
ル
で
、
な
お
寺
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
檀
信
徒
が
取
り

組
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
そ
う
思
わ
れ
て
し
ま
う

程
度
の
教
化
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
結
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

根
源
的
に
な
ぜ
寺
や
僧
侶
が
必
要
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

僧
俗
と
も
に
き
ち
ん
と
考
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お

の
ず
か
ら
そ
こ
に
寺
が
あ
り
、
僧
が
あ
り
、
お
参
り
す
る
人
が
い
る

と
い
う
時
代
は
既
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
石
田
一
裕
上
人
か
ら
、
私
を
含
め

て
全
員
に
対
し
て
だ
と
思
い
ま
す
。

　

大
会
テ
ー
マ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
現
代
社
会
に
お
け

る
寺
院
の
現
状
と
課
題
、
副
題
に
、
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学

ぶ
も
の
で
す
。
発
表
者
の
先
生
た
ち
が
寺
院
の
現
状
と
課
題
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
四
人
の
先
生
の
発
表
が
そ
の
現
状
や
課
題
の
解
決
に
ど

の
よ
う
に
結
び
付
く
か
を
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
問
う
て
ほ
し
い
で
す
。

特
に
僧
侶
で
も
宗
で
も
な
く
、
寺
院
の
現
状
と
課
題
と
い
う
テ
ー
マ

か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

　

以
上
、
長
谷
川
先
生
、
ま
た
、
四
人
の
先
生
へ
の
お
願
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
寺
院
は
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
檀
家
さ
ん
や
寺
族
な

ど
の
複
合
体
だ
と
考
え
ま
す
。
先
生
方
の
ご
発
表
が
そ
の
よ
う
な
寺

院
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
お
考
え
で
す
か
と
い
う
ご

質
問
、
ご
意
見
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
横
井
照
典
上
人
か
ら
各
先
生
へ
。
こ
れ
は
質
問
で
も
あ

り
ご
意
見
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
浄
土
宗
教
団
は
、
実
生
活
で
生
き
て
い
る
仏
教
で
し
ょ
う
か
。

釈
尊
、
法
然
上
人
の
心
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
、
日
々
の
日
常
生
活

に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
、
宗
祖
に
申
し
わ
け
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
責
任
は
誰
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
僧
侶
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

仏
教
国
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
実
生
活
で
仏
教
は
息
づ
い
て
い
る
。

合
掌
、
日
々
の
生
活
、
明
る
く
人
々
は
幸
せ
な
日
常
生
活
で
す
。
永

年
、
僧
侶
が
努
力
し
た
結
果
と
の
こ
と
で
す
。
宗
教
活
動
の
基
本
理

念
が
異
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
基
本
方
針
の
近
代
化
が
必
要
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

つ
ぎ
に
匿
名
で
、
ど
な
た
か
に
と
い
う
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
の

寺
院
の
状
況
と
い
う
と
、
寺
子
屋
が
あ
り
、
病
院
と
し
て
の
役
目
が

あ
り
、
人
々
の
悩
み
を
聞
い
て
い
て
、
皆
が
集
ま
っ
て
い
て
、
い
い

雰
囲
気
で
あ
っ
た
と
よ
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を

資
料
の
上
か
ら
確
認
し
た
こ
と
が
な
く
、
ど
な
た
か
、
教
え
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
以
外
の
当
時
の
お
寺
の
状
況
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ

た
か
。
何
か
資
料
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
え
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
ず
っ
と
疑
問
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
私
が
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
、
早
く
現
代
の
寺
院

の
問
題
に
入
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ご
意
見
も
あ
り
ま
す
。
一
通

り
読
み
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
お
四
方
か
ら
順
次
、
質
問
に
お
答

え
し
、
か
つ
昨
日
の
補
足
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
述
べ
い
た
だ
き

ま
す
。

　

松
永　

昨
日
、
最
初
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
内
容
は
、

私
の
資
料
の
副
題
「
近
世
・
近
代
に
お
け
る
宗
典
研
究
の
基
盤
と
し

て
の
大
蔵
経
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
点
で
言
う
と
、
現
代
の
課
題
の
問
題
と
ど
う
結
び
付
く
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
は
私
は
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
日
は

申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
三
宝
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
仏
法
僧
」
を
寺
院
と
置
き
換
え
ま
す
と
、「
仏
」
は
当
然
ご

本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
様
の
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
僧
」
は
、
当
然
ご
住
職
を
含
め
お
寺
の
お
祀
り
を
さ
れ

る
方
、
住
持
を
含
め
た
方
々
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
一
番
大
事
な
「
法
」
は
何
な
の
か
、
法
の
宝
は
何

な
の
か
。
こ
れ
を
法
然
上
人
の
思
想
、
考
え
方
に
置
き
換
え
る
こ
と
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も
で
き
ま
す
が
、
こ
こ
は
あ
え
て
、
形
而
下
に
置
き
換
え
る
と
、
法

の
宝
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
宝
物
、
什
物
と
い
う
お
寺
の
宝
物
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
文
化
財
に
も
な
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

七
堂
伽
藍
と
言
っ
て
も
経
蔵
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

お
経
を
収
め
る
蔵
が
建
物
の
一
つ
と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
昨
日
も
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
増
上
寺
の
三
大

蔵
は
、
家
康
公
の
寄
進
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
目
的
が
何
だ
っ
た
の
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
増
上
寺

史
料
集
を
編
纂
さ
れ
た
金
山
先
生
、
あ
る
い
は
実
際
に
携
わ
れ
た
宇

高
先
生
、
そ
の
よ
う
な
先
生
方
の
本
を
読
み
ま
す
と
、
ど
う
も
『
大

蔵
経
』
を
家
康
公
は
出
版
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
最
終
的

に
は
、
そ
の
遺
志
を
つ
い
で
上
野
寛
永
寺
の
天
海
僧
正
の
天
海
版
と

い
う
こ
と
で
、
三
代
将
軍
家
光
公
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
江
戸
時
代
と
い
う
時
代
は
、
法
宝
と
い
う
お
釈
迦
様
の

思
想
・
考
え
を
漢
訳
仏
典
に
よ
っ
て
そ
の
「
法
」
を
ど
う
受
け
止
め

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
言

う
と
、『
大
蔵
経
』
を
一
つ
の
文
化
財
と
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
今

日
の
寺
院
の
あ
り
方
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
様
、
僧
侶
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
建
物
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

堂
内
の
荘
厳
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
荘
厳
に
付
属
す
る
も
の
と

し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
物
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
寺
院
様
方
の
中
に
は
、

当
然
お
寺
と
は
関
係
の
な
い
、
例
え
ば
狩
野
派
の
絵
で
あ
る
と
か
、

法
然
上
人
の
時
代
以
前
の
古
い
仏
像
を
安
置
さ
れ
て
い
る
お
寺
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
も
の
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
例
え
ば
知
恩

院
様
に
お
き
ま
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
権
現
堂
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

以
外
に
京
都
檀
王
法
林
寺
様
に
今
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
主
夜
神
の

よ
う
な
信
仰
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鸞
宿
上
人
が
安
置
、
お
祀
り
を

分
祀
さ
れ
た
。
今
現
在
、
知
恩
院
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ

う
な
記
録
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

金
戒
光
明
寺
様
も
知
恵
授
け
の
文
殊
様
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

百
万
遍
の
知
恩
寺
様
は
賀
茂
の
神
社
の
分
祀
と
い
う
鳥
居
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
清
浄
華
院
様
に
も
小
社
が
あ
り
、
不
動
尊
の
信
仰
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
お
寺
の
中
に
あ
る
、
つ
ま
り
、
一
向
専
修
と
は
全
く
違

う
信
仰
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
末
寺
の
ご
寺
院

に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
神
棚
や
鳥
居
が
、
い
ろ
い
ろ
な
神
仏
習
合

の
中
で
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
必
ず
し
も
そ
う
し
た
も
の
は
日
本
古
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来
の
神
々
で
は
な
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
の

神
々
も
安
置
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
も
の
ま
で
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
文
化
財
と
考
え
て
み

る
と
、
お
寺
の
中
で
文
化
財
目
録
を
ど
れ
だ
け
つ
く
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
は
、

宗
教
法
人
の
法
律
の
ほ
う
で
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
住
持
と
い
う
と
こ
ろ
で
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
し
た
一
向

専
修
と
は
違
う
も
の
ま
で
含
め
て
、
ど
う
い
う
経
緯
で
、
ど
の
よ
う

に
お
寺
に
安
置
し
お
祀
り
し
て
い
る
の
か
。
そ
う
し
た
文
化
財
を
大

切
に
す
る
現
状
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
学
ぶ
べ
き
点
だ
と
思

い
ま
す
。

　

も
う
一
度
、『
大
蔵
経
』
に
話
を
戻
し
ま
す
。
家
康
公
か
ら
『
大

蔵
経
』
を
寄
進
し
て
い
た
だ
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
経
蔵
を
建
て
て

い
た
だ
い
て
、
置
い
て
お
い
た
だ
け
で
は
活
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

活
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
体
ど
う
い
う
も
の
が
あ
っ

た
の
か
を
知
る
た
め
に
目
録
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
に
な
り
ま
す
。

さ
て
目
録
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
物
の
名
前
を
取
っ
た

ら
い
い
、
著
者
名
を
取
っ
た
ら
い
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
佛
教
大
学
の
図
書
館
に
は
、
百
万
冊
以
上
の
本

が
整
理
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
と
い
う
十
進
分
類

法
に
基
づ
い
て
整
理
さ
れ
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
使
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

分
類
整
理
し
て
は
じ
め
て
人
は
見
た
い
と
思
う
本
を
探
し
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
お
寺
で
も
住
持
が
い
な
い
か
ら
探
し
出
せ
な
い
と

い
う
の
で
は
な
く
、
誰
か
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
お
寺
の

方
々
が
そ
れ
を
許
可
を
す
れ
ば
出
せ
る
と
い
う
状
態
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
は
固
定
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
の
ラ
ベ
ル
を
つ
く
っ
て
、

そ
れ
を
固
定
化
し
て
引
き
出
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
紛
失
し

た
、
あ
る
い
は
貸
与
し
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
も
は
っ
き
り
と
い
た
し
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
目
録
は
、
た
だ
単
に
こ
こ
に
あ
り
ま
す
と
い
う

こ
と
を
伝
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
佛
教
大
学
の
百
万
冊
の
中
か
ら
自

分
の
探
し
た
い
本
は
、
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
整
理
を
す
る
。
そ
し
て
、

整
理
を
し
た
だ
け
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

昨
日
申
し
上
げ
た
よ
う
に
増
上
寺
様
で
は
利
用
規
則
を
つ
く
っ
て

お
り
ま
す
。
現
代
に
置
き
換
え
た
ら
、
こ
れ
を
転
載
し
た
い
、
あ
る

い
は
写
真
に
使
い
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う

に
提
供
す
る
の
か
。
ど
こ
ま
で
を
許
す
の
か
。
そ
の
よ
う
な
契
約
を

図
書
館
、
あ
る
い
は
財
団
法
人
や
、
い
ろ
い
ろ
な
文
庫
で
は
す
る
よ
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う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
し
た
も
の
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
す
る
ま
で
文
化
財
と
し

て
住
持
の
方
は
す
べ
き
な
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

利
用
が
行
わ
れ
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
活
用
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に

対
す
る
反
響
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

増
上
寺
様
の
ほ
う
で
は
昨
日
も
お
話
し
し
ま
し
た
『
三
大
蔵
目

録
』
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
蔵
司
職
の
随
天
上
人
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
三
大
蔵
と
い
う
こ
と
で　

三
つ
の
大
蔵
経
が
こ
れ
で
引
け

る
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
増
上
寺
の
随
天
上
人
が
公
刊
し

た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
公
開
し
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
見
た
い
と
い
う
人
が
当
然
い
ま
す
。
そ
の
見
た
い
人
に

要
望
に
応
じ
て
見
せ
る
。
そ
の
体
制
を
つ
く
っ
た
か
ら
こ
そ
目
録
が

で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

目
録
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
し
た
も
の
を
作
っ
て
お
く
こ
と
は
文
化
財
と
い
う
点
か
ら

も
、
あ
る
い
は
図
書
と
い
う
点
か
ら
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

文
化
財
と
い
う
こ
と
で
考
え
ま
す
と
、
例
え
ば
曝
涼
、
毎
年
秋
に

は
正
倉
院
展
が
始
ま
り
ま
す
。
正
倉
院
展
で
も
虫
損
を
避
け
、
あ
る

い
は
傷
み
等
を
点
検
す
る
と
い
う
点
で
毎
年
の
よ
う
に
入
れ
替
え
し

て
、
展
観
を
し
て
片
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
調
査
し
て
、
点
検
を
し
て
、
ま
た
片
付
け
る
。
こ
の
よ

う
に
経
蔵
を
そ
の
よ
う
な
儀
式
と
一
体
化
し
て
行
っ
て
い
る
寺
院
が
、

私
も
何
件
か
知
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
宗
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
京
都
で
言
え
ば
妙
心
寺
様
で
は
毎
年
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
碧
南
の
貞
照
院
様
で
は
、
そ
の
よ
う

な
『
大
蔵
経
』
の
法
要
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
あ
る
い
は
建
中
寺

様
も
そ
の
よ
う
こ
と
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
点
検
を
し
て
収
め
る
と
い

う
こ
と
を
住
持
の
方
も
さ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
記
録
し
た
お
寺
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
統
と
し
て
、
曝
涼
を
し
て
文
化

財
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

前
段
と
し
て
そ
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
石

田
上
人
か
ら
の
ご
質
問
の
中
で
檀
家
や
寺
族
な
ど
が
複
合
で
寺
院
が

存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
発
表
に
つ
い
て
寺

院
の
現
状
と
課
題
と
い
う
と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
に
応
え
ら
れ
る
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
文
化
財
と
い
う
視
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
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き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
柴
田
上
人
か
ら
の
ご
質
問
の
中
に
文
化
面
に
つ
い
て
と
い

う
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
印
刷
文
化
が
デ
ジ
タ
ル
文
化
に
変
化
し

た
現
代
に
お
い
て
、
い
か
に
版
本
、
写
本
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
か
つ

公
開
す
べ
き
か
。
撮
影
に
膨
大
な
費
用
が
か
か
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
一
宗
あ
る
い
は
文
科
省
か
ら
ど
の
よ
う
に
お
金
を

得
れ
ば
い
い
か
。
私
も
お
金
を
得
る
と
い
う
や
り
方
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
よ
う
な
点
で
言
う
と
、
デ
ジ
タ
ル
化
は
こ
れ
か
ら
の
方

向
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
匿
名
の
方
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
、
社
会
全
体
が
そ
の
よ
う
な
方
向
で
あ
り
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ

る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
で
、『
大
蔵
経
』
と
い
う
と
こ
ろ
で
言
い
ま
す
と
、
私
が

研
究
し
て
い
る
『
黄
檗
版
』
で
言
い
ま
す
と
、
大
体
一
蔵
に
つ
き
Ｂ

４
の
大
き
さ
の
紙
が
約
十
四
万
枚
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大
量
の

も
の
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
、
知
恵
の
出
し
ど
こ
ろ
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

昨
日
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
東
大
の
明
の
萬
暦
版
の
公
開
を
初
め

に
聞
い
た
と
き
に
、
私
は
止
め
た
方
が
よ
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

予
算
も
取
っ
て
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
は
仕
方
が

な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
版
本
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。『
大
正
蔵
経
』
の
底
本
に
使
わ
れ
て
い
る
『
大
蔵
経
』

だ
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
姿
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
わ

け
で
す
。
そ
の
『
大
正
蔵
経
』
以
外
の
も
の
、
同
じ
明
の
萬
暦
版
だ

か
ら
皆
同
じ
だ
と
考
え
る
こ
と
が
既
に
間
違
い
で
す
。
つ
ま
り
、
善

本
、
よ
い
本
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

　

石
川
先
生
が
『
浄
土
宗
全
書
』
の
底
本
に
つ
い
て
書
い
て
お
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
底
本
の
記
載
が
何
も
な
か
っ
た
と
き
か
ら
考
え
る
と
、

大
変
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
で
も
、
大
事
な
こ
と
は
、
例
え
ば
大

正
大
学
で
同
じ
刊
記
の
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
ど

れ
を
底
本
に
使
っ
た
の
か
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
版
本
は
同
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
し
て
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
違
い
ま

す
。

　

そ
れ
は
『
大
蔵
経
』
を
、
一
蔵
、
一
蔵
、
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に

刷
ら
れ
た
時
期
の
違
い
、
ま
た
、
底
本
の
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
を
情
報
の
公
開
を
し
つ
つ
、
ど
こ
の
ど
の
本
が
裨
益
す

る
と
こ
ろ
大
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
ま
ず
見
識
を
も
っ
て
考
え

て
、
そ
の
上
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
点
で
言
う
と
、
も
う
一
つ
、
匿
名
の
方
か
ら
、
紐
つ
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け
を
ど
ん
ど
ん
さ
れ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
あ

り
ま
し
た
。
国
会
図
書
館
や
国
文
学
資
料
館
で
古
典
籍
が
公
開
さ
れ

る
と
い
う
情
報
を
ど
ん
ど
ん
集
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
本
当
に
よ

い
本
な
の
か
の
検
討
を
せ
ず
に
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ

て
誤
解
を
生
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
部
分
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
じ
っ
く
り
と
検
討
し
た
上
で
公
開
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、『
大
蔵
経
』
に
限
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
『
大
正

蔵
経
』
は
世
界
標
準
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
今

刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
国
訳
一
切
経
が
あ
り
ま
す
。
全
部
で
七

十
二
冊
と
い
う
予
定
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
の
底
本
は
、『
大
正
蔵
経
』
に
な
っ
て
い
ま
す
。
果
た
し
て
そ

れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
大
正
蔵
経
』
を
正
し
い
と
す

る
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
逆
に
言
う
と
、

下
手
に
鵜
呑
み
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
、『
大
正
蔵
経
』
は
間
違
い
だ
、

増
上
寺
の
も
の
は
間
違
い
だ
と
い
う
短
絡
的
な
思
考
を
す
る
方
が
お

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
も
画
像
を
き
ち
ん
と
出
し
て
、
ど
こ
が
ど
う
違

う
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
オ
ー
バ
ー
し
て
雑
駁
な
お
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
補

足
い
た
し
ま
す
。

　

長
谷
川　

質
問
表
を
一
つ
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
ご
紹
介
申
し

ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
袖
山
上
人
か
ら
。
今
、
松
永
先
生
か

ら
関
連
し
た
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、『
大
蔵
経
』
ア
ー
カ
イ
ブ
、

世
界
的
な
要
請
だ
と
思
い
ま
す
。
大
賛
成
。

　

そ
れ
か
ら
、
炭
屋
先
生
に
一
箇
寺
一
法
人
で
は
な
く
、
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
に
す
る
ご
提
案
、
可
能
性
は
と
も
か
く
同
じ
こ
と
を
考
え
て

い
ま
し
た
、
と
い
う
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
齊
藤
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

齊
藤　

昨
日
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
タ
イ
ト
ル

の
「
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
」
に
ど
の
よ
う
に
結

び
付
く
の
か
と
い
う
お
尋
ね
が
何
名
か
の
方
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
、
浄
土
宗
の
僧
侶
は
、
自
ら
お
念
仏
に
よ
る
往
生
を
信
じ

る
の
が
第
一
義
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
人
に
説
い
て
い
く
こ
と
が
同
時

に
求
め
ら
れ
て
初
め
て
浄
土
宗
の
僧
た
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
ら
念
仏
の
教
え
を
信
じ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
を
申
し
て
い
く
こ

と
が
、
善
導
大
師
、
法
然
様
か
ら
ず
っ
と
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
教

え
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
僧
侶
を
養
成
す
る
シ
ス
テ
ム
が
、
柴
田
先
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生
の
質
問
の
中
に
出
て
き
ま
し
た
江
戸
時
代
に
取
ら
れ
て
い
た
九
部

宗
学
体
系
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
柴
田
先
生
ご
自
身
か
ら
伺
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　

そ
う
い
う
僧
侶
を
養
成
し
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
当

然
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ベ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
正
依
の
『
浄
土
三
部
経
』
で

す
。

　

ご
承
知
の
と
お
り
、『
浄
土
三
部
経
』
が
最
初
か
ら
『
三
部
経
』

と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
つ
の

経
典
は
も
ち
ろ
ん
関
係
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
経
典
で

す
。
そ
れ
を
三
つ
セ
ッ
ト
で
見
て
い
く
の
は
、
例
え
ば
善
導
大
師
の

『
観
経
疏
』
の
中
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
法
然
上
人
に
よ
っ

て
『
三
部
経
』
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
宗
祖
方
の
受
け
止
め
方
を
通
し
て
初
め
て
、
そ
の

『
三
部
経
』
の
中
か
ら
念
仏
往
生
の
教
え
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
と

思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
基
本
的
に
は
二
祖
・
三
代
の
理

解
に
従
っ
て
、
受
け
止
め
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
申
し
ま
し
た
。

　

実
際
に
一
語
一
句
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
法
然
上
人
の
お

言
葉
で
あ
っ
た
り
、
善
導
大
師
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ

か
ら
一
語
一
句
の
解
釈
が
き
ち
ん
と
出
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。『
三
部
経
』
全
体
に
わ
た

っ
て
逐
語
的
に
解
釈
を
し
て
い
る
浄
土
宗
の
先
達
の
方
の
著
作
に
よ

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
『
三
部
経
』

を
読
み
な
が
ら
、
現
代
語
訳
し
な
が
ら
感
じ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

私
た
ち
が
日
々
、
お
勤
め
の
中
で
、
例
え
ば
『
四
誓
偈
』
を
読
ん

で
い
き
ま
す
。
自
分
で
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
私
の
と
こ
ろ
で
は
、

法
要
の
と
き
に
お
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
読
ま
せ
て
い
く
形
を
と
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
当
然
、
お
尋
ね
も
出
て
き
ま
す
。
そ
の
お
話
も
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
に
自
分
の
勝
手
な
解

釈
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
こ
う
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
自
信
を
も
っ
て
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
ど
こ
か
に
定
点

を
置
い
て
話
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
全
面
的
に
そ
の
ま
ま
使
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

定
点
と
し
て
、
昨
日
ご
紹
介
し
た
『
随
聞
講
録
』
や
『
合
讃
』
を
使

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。
そ

し
て
、
現
実
に
、
現
在
、『
浄
土
宗
聖
典
』
こ
れ
は
今
世
紀
に
な
っ

て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
『
浄
土
三
部
経
』
の
書
き
下
し
文
は
、
大
雲
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点
本
、
江
戸
時
代
の
末
期
、
嘉
永
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
付
さ

れ
て
い
ま
す
訓
点
に
従
っ
て
書
き
下
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
訓
点
は
、
そ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
に
ず
っ
と
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
、
特
に
名
前
が
出
さ
れ
て
い
た
の
は
『
合
讃
』

で
す
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
従
っ
て
訓
点
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
も
の
に
従
い
な
が
ら
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
で
つ
く
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
『
三
部
経
』
も
現
代
語
訳
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
江
戸
期
の
も
の
に
よ
っ
て
学
ん
で
い
く
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

現
在
の
私
ど
も
の
教
化
の
あ
り
方
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
江
戸
期
の
も
の
を
見
て
い
く
こ

と
が
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
江
戸
時
代
か
ら
学
ぶ
も
の
」
と
い
う
副
題
が
付
い
て
お
り
ま
す
。

何
で
も
か
ん
で
も
学
ん
だ
ら
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
よ
く
我
々
、
僧
侶
の
生
活
の
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
と
し

て
、『
蓮
門
住
持
訓
』
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

生
活
訓
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
昔
の
江
戸
時
代
と
、
今
、
私
た
ち
が
あ
る
こ
の
時
代
と
は
、

環
境
も
生
活
様
式
も
価
値
観
も
全
く
違
う
中
で
僧
侶
は
動
い
て
い
ま

す
。
僧
侶
が
動
い
て
い
る
こ
の
現
実
が
、
江
戸
時
代
の
も
の
を
前
提

に
し
た
の
で
は
語
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
そ
の
考
え
方
、
考
え
の
方
向
性
は
、
江
戸
時
代
の
も
の
か

ら
学
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
で
江
戸
の
も
の
に
学
ん
で
い
く
姿
勢
は
あ
な
が
ち
捨
て

た
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
私
に
出
さ
れ
た
質
問
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
お
答
え
い

た
し
ま
す
。

　

最
初
に
『
三
部
経
』
の
読
み
方
か
ら
申
し
ま
し
た
の
で
、
小
澤
先

生
か
ら
い
た
だ
い
た
質
問
、
こ
れ
は
大
澤
先
生
に
も
あ
と
か
ら
お
答

え
い
た
だ
き
ま
す
が
、
私
も
少
し
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

　
『
四
誓
偈
』
を
訓
読
す
る
場
合
、
何
と
な
く
釈
然
と
し
な
い
思
い

を
い
つ
も
抱
い
て
お
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
私
自
身

が
初
め
て
訓
読
を
し
た
と
き
に
、
何
だ
、
こ
れ
は
と
思
っ
た
の
は
正

直
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
こ
か
と
言
い
ま
す
と
、
終
わ
り
の
ほ
う
に
敬
語
表
現
が
出
て
き

ま
す
。「
説
法
獅
子
吼
し
た
も
う
」
と
「
三
界
の
雄
と
な
り
た
ま
え

り
」
の
と
こ
ろ
で
す
。
も
う
一
カ
所
出
て
き
ま
す
が
、
そ
こ
は
わ
か

り
ま
す
。
ど
う
し
て
い
き
な
り
敬
語
表
現
に
な
っ
て
い
く
の
か
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
今
で
も
正
直
言
っ
て
、
余
り
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。

　

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
言
う
と
、
敬
語
を
使
う
の
は
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話
相
手
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
目
の
前
に
い
る
世
自
在

王
仏
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
た
め
に
「
説
法
獅
子
吼
し
た
も
う
」。

説
法
獅
子
吼
す
る
の
は
世
自
在
王
仏
様
で
す
。
世
自
在
王
仏
様
が
説

法
獅
子
吼
な
さ
い
ま
し
た
と
理
解
す
る
わ
け
で
す
。

　

三
界
の
雄
に
な
っ
た
の
は
世
自
在
王
仏
様
で
、
世
自
在
王
様
、
あ

な
た
様
は
三
界
の
雄
と
お
な
り
あ
そ
ば
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
つ

も
り
で
こ
の
よ
う
な
敬
語
表
現
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

で
も
前
か
ら
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、「
誓
不
成
正
覚
」、
こ
の
三

つ
が
明
ら
か
に
法
蔵
自
身
が
お
誓
い
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
離
欲
深
正
念　

浄
慧
修
梵
行
」
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。「
為
諸

天
人
師
」、「
諸
々
の
天
人
師
と
な
ら
ん
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。

　

文
脈
か
ら
言
う
と
、
法
蔵
自
身
が
ず
う
っ
と
自
分
が
こ
う
な
り
た

い
と
語
っ
て
い
て
当
然
の
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
い
き
な
り
説
法
獅

子
吼
し
た
ま
え
り
と
な
り
ま
す
か
ら
、
面
食
ら
う
と
い
う
の
が
正
直

な
と
こ
ろ
で
す
。

　

小
澤
先
生
の
ご
質
問
の
中
で
『
四
誓
偈
』
の
全
文
は
全
て
法
蔵
菩

薩
の
誓
願
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
そ

の
と
お
り
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
仮
に
今
の

「
離
欲
深
正
念
」
か
ら
あ
と
の
部
分
を
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
「
等
比
最
勝
尊
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
此
の
最
勝
尊
に
等
し
か
ら
ん
」
と
い

う
一
句
で
す
。

　

ざ
あ
っ
と
世
自
在
王
仏
を
褒
め
称
え
て
お
き
ま
し
て
、「
此
の
」

で
す
か
ら
、
目
の
前
に
い
る
最
勝
尊
で
す
か
ら
、
世
自
在
王
仏
様
、

あ
な
た
様
と
同
じ
よ
う
に
私
は
な
り
た
い
で
す
と
述
べ
て
い
る
わ
け

な
の
で
、
内
容
と
し
て
は
、
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
褒
め
て
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
仏
に
私
も
な
り
た
い
と
い
う
内
容
で
す
。
で
す
か
ら
、

全
て
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
と
お
り

だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、「
離
欲
深
正
念
」
か
ら
あ
と
の
部
分
を
科
文
の
上
で
は

「
仏
徳
を
挙
げ
て
順
求
す
」
と
言
い
ま
す
。
仏
の
功
徳
を
紹
介
し
て

そ
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
と
い
う
内
容
で
す
。
で
す
の
で
、
そ
の

仏
の
徳
を
挙
げ
る
。
こ
の
仏
徳
の
仏
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
り
ま
す
。

　

こ
こ
を
「
仏
徳
を
挙
げ
て
順
求
す
」
と
振
っ
た
の
は
誰
か
と
言
い

ま
す
と
、
三
祖
良
忠
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
で
三
条
派
の
派
祖
、『
御

灯
録
』
の
編
纂
者
で
あ
り
ま
す
了
慧
道
光
上
人
で
す
。
了
慧
道
光
上

人
の
『
無
量
寿
経
鈔
』
の
中
に
「
仏
徳
を
挙
げ
て
順
求
す
」
と
い
う

科
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
従
っ
た
解
釈
が
ず
っ
と
さ
れ
て
お



─ 72 ─

り
ま
す
。

　

不
思
議
な
の
は
、
二
祖
の
鎮
西
上
人
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ

は
法
蔵
菩
薩
が
仏
に
な
っ
た
と
き
の
徳
を
挙
げ
て
い
る
と
言
っ
て
い

る
の
が
、
間
に
良
忠
上
人
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
お
弟
子
さ
ん
の
と
こ

ろ
で
変
わ
っ
た
と
い
う
の
は
不
思
議
で
す
。
し
か
し
そ
の
科
文
に
従

っ
て
ず
っ
と
現
在
ま
で
読
ん
で
き
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
仏
徳
を
挙
げ
て
順
求
す
」
の
仏
徳
が
ど
の
仏
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
名
前
を
明
示
い
た
し
ま
す
の
は
義
山
良
忠
の

『
随
聞
講
録
』
で
あ
り
ま
す
。
は
っ
き
り
と
名
前
が
出
て
い
る
の
は

こ
こ
か
ら
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
れ
で
も
文
脈
か
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
そ
の
仏
徳

は
目
の
前
に
い
る
法
蔵
さ
ん
で
は
な
く
て
、
世
自
在
王
仏
を
挙
げ
て

い
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て

し
ま
っ
た
た
め
に
、
今
、
敬
語
体
の
表
現
の
箇
所
が
出
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
も
科
文
に
従
っ
た
読
み
を
今
の
大
雲
点
本
が
き
ち

ん
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
申
し
ま
し
た
と
お
り
、

第
四
行
目
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
諸
々
の
天
人
師
と
な
ら
ん
」
と
訓

読
い
た
し
ま
す
。

　

こ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
と
、
法
蔵
自
身
が
、
私
は
諸
々
の
天
人
師

と
な
ら
ん
と
誓
っ
て
い
る
内
容
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
そ
こ
の
部

分
は
科
文
の
上
で
は
「
仏
徳
を
挙
げ
て
順
求
す
」
で
す
か
ら
、
本
来

は
世
自
在
王
仏
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
そ
の
科
文
に
従
っ
て
読
む
場
合
に
は
、「
諸
々
の

天
人
師
と
な
り
た
ま
え
り
」
と
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
辺
の
ブ
レ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ブ
レ

は
、
現
在
の
宗
内
に
お
け
る
『
三
部
経
』
の
解
釈
に
出
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
坪
井
猊
下
の
『
浄
土
三
部
経
概
説
』、
そ
の
他
幾
つ
か
、

宗
内
の
関
係
者
の
方
が
訳
さ
れ
た
も
の
、
も
ち
ろ
ん
我
々
が
や
っ
た

も
の
も
含
め
て
で
す
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を

世
自
在
王
仏
と
す
る
の
か
、
法
蔵
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ブ
レ
が
あ
る
の
が
実
情
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
か
ら
の
訳
に
つ
い
て
も

出
て
お
り
ま
す
。
同
じ
、
足
利
本
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
訳
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
大
乗
仏
典
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

の
『
三
部
経
』
の
現
代
語
訳
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
は
ち
ょ
う
ど
世
自

在
王
仏
の
仏
徳
を
挙
げ
る
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
訳
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

藤
田
先
生
の
現
代
語
訳
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
の
部
分
は
法
蔵
自
身

の
、
自
分
が
こ
う
な
り
た
い
と
い
う
意
味
合
い
で
説
い
て
い
る
よ
う
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な
訳
し
方
に
な
っ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
解
釈

が
非
常
に
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
正
直
言
っ
て
、
何
と
も
し

難
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
り
ま
す
。

　

今
の
ま
ま
で
い
い
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
何
と
も
言
い
難
い
と
こ

ろ
で
す
の
で
、
ど
れ
が
正
し
い
の
か
、
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
保
留
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
、
伝
統
的
に
、
あ
る
頃
か
ら
大
雲
点
本
の
書
き
下
し
文
に
従

っ
て
い
く
と
い
う
読
み
方
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
書
き
下
し
文

に
従
っ
た
解
釈
を
し
て
お
く
の
が
、
今
、
一
番
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ

る
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
小
澤
先
生
に
対
す
る
お
答
え
は
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
私
と
松
永
先
生
と
あ
わ
せ
ま
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化

に
つ
い
て
の
お
話
が
幾
つ
か
、
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
自
身
、
昨

日
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
で
、
テ
キ
ス
ト
そ
し
て
、
資
料
の
公
開
の
必

要
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
ま
し
た
。

　

雑
駁
な
言
い
方
で
恐
縮
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
入
り
ま
し
て
か
ら
、

多
く
の
書
籍
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に

『
大
蔵
経
』
の
刊
行
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
背
景
と

し
ま
し
て
、
教
学
研
究
が
大
変
に
進
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
書
籍
の
刊
行
の
中
に
は
、
仏
典
だ
け
で
は
な
く
て
、

我
々
か
ら
言
え
ば
外
典
に
相
当
す
る
よ
う
な
漢
籍
も
相
当
あ
り
ま
す
。

昨
日
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
随
聞
講
録
』
で
あ
れ
『
合
讃
』
で
あ
れ
、

外
典
の
引
用
は
結
構
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
一
つ
、
書
物
の
公
開
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
で
き

ご
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
う
や
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
背
景

と
し
て
、
明
治
か
ら
昭
和
の
初
頭
に
か
け
て
、
我
が
浄
土
宗
に
お
い

て
は
『
浄
土
宗
全
書
』、
そ
の
後
に
『
浄
土
宗
選
書
』、
続
で
す
ね
。

い
わ
ゆ
る
続
浄
と
い
わ
れ
る
も
の
、『
大
蔵
経
』
の
刊
行
が
陸
続
と

行
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
も
の
に
従
い
な
が
ら
、
仏
教
研
究
は
大
変
進
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
し
、
そ
し
て
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
は
、
仏
教
研
究

で
漢
文
の
仏
典
を
使
い
ま
す
と
き
に
は
、
世
界
標
準
に
な
っ
て
い
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
資
料
が
、
昭
和
の
終
わ
り
か
ら
、
平
成
の
頭
に
か
け

ま
し
て
、
次
々
と
電
子
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
も
こ
れ

が
続
い
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
一
番
代
表
的
な
も
の
は
、

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
電
子
化
事
業
で
あ
り
ま
す
。
日
本
で
東
京

大
学
を
中
心
と
し
て
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
い
う
組
織
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
数
十
年
に
も
な
る
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
最
初
に
大
々
的
に
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取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
何
か
。『
大
智
度
論
』
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化

で
す
。
私
と
同
じ
世
代
ぐ
ら
い
の
方
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
興
味
を
持

っ
て
お
ら
れ
る
方
は
、『
月
間
ア
ス
キ
ー
』
と
い
う
雑
誌
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。

　

ニ
フ
テ
ィ
サ
ー
ブ
と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
流
行
る
前
、
パ
ソ

コ
ン
通
信
を
や
っ
て
い
た
時
代
に
そ
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
公
開
さ
れ

ま
し
た
。
確
か
、
台
湾
か
ら
東
京
大
学
へ
留
学
さ
れ
て
い
た
方
が
入

力
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
単
独
の
仏
典
が
個

別
に
電
子
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
電
子
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
っ
た
と

い
う
の
が
続
い
て
お
き
ま
す
。

　

安
達
先
生
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
『
三
部
経
』
の
異
訳
の
テ
キ
ス
ト

が
公
開
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
流
れ
の
中
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
各

宗
に
お
い
て
、
電
子
達
磨
や
電
子
天
台
な
ど
、CD

―RO
M

に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
典
が
電
子
化
さ
れ
、
配
布
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　

我
が
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、『
浄
土
宗
聖
典
』
が
刊
行
さ
れ
ま
す

と
、
こ
れ
がCD

―RO
M

化
さ
れ
、
検
索
で
き
る
よ
う
な
形
で
配
布

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
海
外
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
台
湾
で
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
と
い

う
組
織
が
『
大
蔵
経
』
の
電
子
化
と
公
開
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
元
々
は
『
大
正
蔵
経
』
か
ら
始
め
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。『
大

正
蔵
経
』
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
中
国
撰
述
部
ま
で
の
公
開
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
『
大
蔵
経
』
叢
書
類
の
電

子
化
も
併
せ
て
今
、
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

余
り
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
は
な
い
の
で
す
が
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
系
の
ス

マ
ー
ト
ホ
ン
で
す
と
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
を
閲
覧
す
る
た
め
の
ア
プ
リ
も
提

供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

何
と
言
っ
て
も
、
我
が
国
で
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
あ
り
ま
す
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
も

元
々
は
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
少
し
ず
つ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
す
る
形
で
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
と
工
夫

が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

検
索
の
便
を
図
る
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
し
た
一
行
ご
と
の
改
行
で

は
な
く
、
意
味
の
切
れ
目
を
何
と
か
適
当
に
つ
く
っ
て
し
ま
っ
て
、

そ
こ
で
改
行
し
た
も
の
を
並
べ
て
い
く
と
い
う
、
工
夫
さ
れ
た
デ
ー

タ
で
、
し
か
も
そ
れ
を
あ
る
ソ
フ
ト
を
通
す
と
、
元
の
『
大
正
蔵

経
』
の
文
字
の
並
び
に
戻
る
よ
う
な
形
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
完
成
し
た
と
き
に
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
のCD

―RO
M

が
公
開
さ

れ
ま
し
た
。
そ
のCD

―RO
M

を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、『
大
正
新

脩
大
蔵
経
』
の
版
面
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
画
面
の
上
に
再
現
さ
れ
る
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よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
し
た
。
写
真
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

文
字
情
報
か
ら
形
だ
け
『
大
正
蔵
経
』
の
版
面
が
で
き
る
よ
う
な
形

の
も
の
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

　

電
子
テ
キ
ス
ト
の
一
番
の
利
点
は
、
検
索
に
あ
り
ま
す
。
見
た
目

で
は
な
い
の
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
見
た
目
を
大
切
に
す
る
の
か
と

思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
間
も
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ

て
い
た
も
の
は
、
検
察
を
主
眼
に
置
い
た
シ
ス
テ
ム
で
、
今
、
皆
さ

ん
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
電
子
テ
キ
ス
ト
が
進
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、

松
永
先
生
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
電
子
テ
キ

ス
ト
は
、
今
ま
で
の
段
階
で
す
と
、
叢
書
な
ど
の
そ
れ
ま
で
に
活
字

を
な
っ
た
も
の
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
打
ち
込
ん
で
電
子
化
し
た
も
の

で
す
。

　

こ
の
際
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
発
生
い
た
し
ま
す
。
一
つ
に
は
文

字
の
問
題
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
表
現
で
き
る
文
字
数
、
ユ
ニ
コ

ー
ド
、
そ
し
て
、
そ
の
ユ
ニ
コ
ー
ド
を
使
っ
て
格
段
に
多
く
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
は
言
い
な
が
ら
、
ま
だ
表
現
で
き
な
い
文
字
は
山

の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
別
の
文
字
に
丸
め
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
と
間
に
入
力
と
い
う
作
業
が
入
っ
て
き
ま
す
の
で
、

絶
対
に
ミ
ス
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
絶
対
に
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
電
子
テ
キ
ス
ト
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
、
例
え
ば
『
大
正
蔵
経
』
の
間
違
い
な
の
か
、
電
子
化
す
る
際

の
間
違
い
で
あ
っ
た
の
か
が
、
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
底
本
の
チ
ェ
ッ
ク
は
必
ず
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、

今
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
先
ほ
ど
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

国
会
図
書
館
、
国
文
研
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
か
ら
画
像
デ
ー

タ
と
い
う
形
で
書
籍
の
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
電
子
テ
キ
ス
ト
が
宿
命
的
に

持
つ
誤
り
の
問
題
、
字
形
の
問
題
が
画
像
に
よ
っ
て
修
正
で
き
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
ハ
ー
ド

ウ
エ
ア
的
に
可
能
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ
け
画

像
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

長
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
な
お
、
ご
質
問
い
た
だ

い
た
先
生
方
の
再
質
問
、
ご
意
見
は
、
後
段
の
ほ
う
で
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
炭
屋
上
人
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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炭
屋　

私
ど
も
、
僧
侶
が
布
教
を
し
て
い
く
こ
と
に
関
し
て
、
今
、

大
変
難
し
い
時
代
だ
と
昨
日
、
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

現
代
の
課
題
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
私
の
資
料
の
主
に
三
ペ
ー
ジ
以

降
に
な
り
ま
す
。
時
間
の
関
係
も
あ
っ
て
、
全
て
を
お
話
し
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
参
考
に
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
中
で
、
檀
家
制
度
の
こ
と
は
、
私
ど
も

が
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
い
で
ま
い
り
ま
し
た
遺
産
だ
と
申
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
否
定
的
な
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
ふ
う
に
言
え
ば
、
互
助
会
組
織
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
宇
高
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
檀
家
制
度
は

や
は
り
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
檀
家
制
度
の

状
態
を
残
そ
う
と
し
て
も
、
現
実
的
に
無
理
で
あ
り
ま
す
。

　

な
ぜ
か
。
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
そ
の
と
き
は
お
赦
し
い
た
だ
い
た
い
の
で
す
が
、
私
の
感
覚
で

す
と
ま
ず
第
一
に
顧
客
満
足
度
を
高
め
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

二
番
目
に
私
た
ち
、
僧
侶
は
共
感
を
広
め
て
い
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い

ま
す
と
、
そ
れ
は
商
売
的
か
な
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
私
た
ち
、
僧
侶
ほ
ど
顧
客
満
足
度
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、
皆
さ
ん
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ん
て
、
私
た
ち
に
余
り

な
じ
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
に
江
戸
時
代

か
ら
も
今
も
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
さ
れ
方
に
若
干
の
問
題
と
言
う
か
、
弱
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
克
服
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
間
違
い
な
く
生
き
延
び
て
い
く

こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
我
々
が
今
、
葬
儀
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
決

し
て
私
た
ち
の
た
め
に
だ
け
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
さ
し
く
葬
儀
は
公
益
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
ず
民
心
の
安
定

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
文
化
の
継
承
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
我
々
日

本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
か
民
族
性
に
も
つ
な
が

っ
て
き
ま
す
。

　

こ
う
い
う
問
題
を
ま
だ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
考

え
れ
ば
こ
れ
は
公
益
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
何
な
ん
で
し
ょ
う

か
。
胸
を
張
っ
て
我
々
は
公
益
性
の
あ
る
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
よ
く
昔
の
ま
ま
の
檀
家
制
度
だ
と
ま

ず
い
と
言
っ
て
い
ま
す
の
は
、
檀
家
だ
け
に
限
定
し
て
し
ま
い
ま
す
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と
、
そ
れ
は
共
益
性
に
な
り
ま
す
。

　

公
益
と
共
益
は
違
い
ま
す
。
共
益
性
は
、
例
え
ば
何
と
か
の
会
員

権
を
買
っ
て
、
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
で
も
い
い
で
す
。
そ
こ
だ
け
の
利
益

を
皆
さ
ん
で
分
け
合
っ
て
い
る
。
お
寺
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ご
質
問
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
寺
院
の
護
持
が
念
仏
の

相
続
、
恭
敬
、
布
教
と
い
う
大
目
標
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
根

拠
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、
話
し
た
の
も
一
部
で
あ
り
ま
す
。

寺
院
は
、
存
続
し
て
、
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
寺
院
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拠
り
所
と
な
る
場
所
が

発
生
す
る
、
あ
る
か
ら
で
す
。

　

昔
の
よ
う
に
、
確
か
に
遊
行
上
人
と
言
わ
れ
た
方
た
ち
の
よ
う
な
、

こ
と
を
今
現
在
で
も
で
き
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
物
、

人
、
金
の
三
つ
は
、
三
点
セ
ッ
ト
で
す
。
ど
れ
一
つ
欠
け
て
も
や
っ

て
い
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
、
僧
侶
の
生
活
、
寺
院
も
こ
の
三
つ
の
原
則
か
ら
は
ず
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
宗
教
的
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う

も
の
は
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
不
可
能
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
も
皆
さ
ん
も
霞
を
食
べ
て
生
き
て
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
す
。

　

そ
し
て
、
皆
さ
ん
が
拠
り
所
で
あ
る
寺
院
を
存
続
さ
せ
、
地
域
の

た
め
に
働
く
。
働
く
と
い
う
言
い
方
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ご
活
躍
い
た
だ
く
こ
と
は
、
既
に
今
言
っ
た
こ
と
を
な
さ
っ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
共
益
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
共
益
性
も
あ
り
ま
す
。
で

も
基
本
的
に
私
た
ち
の
公
益
性
を
高
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

言
い
ま
す
と
、
自
分
の
流
れ
で
言
い
ま
す
と
、
割
合
で
い
け
ば
50
％

以
上
が
公
益
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
公
益
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
い

わ
け
で
す
。

　

今
の
言
葉
で
言
え
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
お
寺
さ
ん
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
儲
け
て
は
い
け
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
儲
け
て
い
い
の
で
す
。

私
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
役
員
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

儲
け
て
い
い
。
た
だ
し
、
そ
の
儲
け
を
次
世
代
の
た
め
と
か
、
社

会
の
た
め
に
そ
の
儲
け
を
還
元
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
幾
ら
儲
け

て
も
い
い
。
お
金
が
な
け
れ
ば
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
も
活
動
で
き
な
い
。
お
寺

も
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
を
含
め
て
食
べ
て
い
け
な

け
れ
ば
活
動
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
原
点
に
立
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
私
は
訴
え
た
か
っ
た
つ
も
り
で
す
。

　

で
は
、
顧
客
満
足
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
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か
。
先
ほ
ど
申
し
た
と
お
り
、
共
感
を
広
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
た
は
、
現
代
の
人
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
私
な
り
に
探
っ
て
、
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
か

と
思
い
ま
す
。

　

今
の
人
た
ち
は
死
の
問
題
や
、
人
生
を
い
か
に
生
き
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
傷
み
と
か
、
そ
う
い
う
も
の

を
求
め
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
そ
う
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
で
お

寺
を
拠
点
に
布
教
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
布
教
す
る
と
き
の
縦
糸
は
間
違
い
な
く
お
念
仏
で
あ
り
、
法
然
上

人
様
の
み
教
え
で
す
。
そ
の
縦
糸
に
横
糸
を
入
れ
て
布
を
織
っ
て
い

く
の
が
、
私
た
ち
で
す
。
ぜ
ひ
そ
れ
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

寺
の
存
続
の
中
で
、
私
は
一
寺
院
、
一
宗
教
法
人
は
検
討
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
時
期
が
来
た
の
で
は
な
い
か
と
申
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
そ
の
前
に
地
域
で
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
残
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

全
て
の
寺
が
本
当
は
残
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
人
口

減
少
が
間
違
い
な
く
起
き
て
い
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
物
理
的
に
不
可

能
で
し
ょ
う
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
こ
の
地
域
で
は
最
低
、

ど
こ
の
寺
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
箇
寺
で
も
二

箇
寺
で
も
残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
皆
さ
ん
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
、
次
の
話
に
は
進
ま
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
質
問
の
中
に
公
社
化
、
法
的
な
問
題
、
宗
教
法
人
法
の
問
題
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
参
考
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
三

つ
の
寺
以
上
が
集
ま
れ
ば
、
会
社
で
も
同
じ
で
す
。
協
同
組
合
法
が

使
え
ま
す
。

　

協
同
組
合
は
利
益
を
求
め
る
だ
け
の
た
め
に
協
同
組
合
法
が
あ
る

の
で
は
な
い
の
で
す
。
社
会
的
な
こ
と
を
す
る
た
め
に
協
同
組
合
と

い
う
方
式
を
と
っ
て
、
頑
張
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
組
織
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
全
て
、
お
寺
に
転
用
で
き
る
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
各
ご
住
職
方
は
皆
、
お
一
人
お
一
人

経
営
者
で
す
。

　

経
営
者
で
あ
る
以
上
は
、
会
社
を
存
続
さ
せ
る
、
寺
院
が
存
続
さ

せ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
ベ
ス
ト
な
の
か
、
ベ
タ
ー
な
の

か
、
真
剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ

し
、
考
え
る
の
は
誰
で
も
や
り
ま
す
。

　

私
も
幾
つ
か
の
会
社
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
い
い
意
見
は
た
く
さ
ん
出
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
現
状
が
変
わ
ら

な
い
の
か
。
行
動
し
な
い
か
ら
で
す
。
行
動
し
て
、
問
題
が
出
た
ら
、

ま
た
変
え
れ
ば
い
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
完
璧
な
も
の
を
求
め
て
、
行

動
し
な
い
で
い
る
の
は
、
結
果
的
に
永
遠
に
行
動
す
る
こ
と
は
あ
り
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ま
せ
ん
。

　

今
、
大
寺
院
の
方
々
は
、
あ
る
意
味
で
は
安
心
な
さ
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
永
遠
に
安
心
に
つ
な
が
っ

て
い
く
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
問
題
が
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
細
か
く
は
申
し
ま
せ
ん
。
各
自
で
お
考
え
を

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
質
問
に
関
す
る
こ
と
で
は
お
答
え
し
た
つ
も
り
で
す
が
、
落

ち
て
い
る
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
あ
と
の
時
間
で
ご
指
摘
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。

　

長
谷
川　

で
は
、
大
澤
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　

大
澤　

ま
ず
、
四
誓
偈
に
関
し
て
は
、
齊
藤
先
生
が
お
答
え
頂
き

ま
し
た
の
で
、
法
式
の
方
で
別
の
一
つ
の
資
料
を
提
示
し
て
、
違
う

読
み
方
も
あ
る
こ
と
を
お
示
し
致
し
ま
す
。

　

忍
澂
が
『
浄
業
課
誦
』
の
中
に
「
四
誓
偈
」
を
次
の
よ
う
に
読
み

下
し
て
い
ま
す
。「
一
切
の
仏
を
供
養
し
て
、
諸
々
の
徳
本
を
具
足

し
。
願
慧
悉
く
成
満
し
て
、
三
界
の
雄
と
な
る
こ
と
を
得
ん
」
と
、

「
得
た
ま
え
り
」
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
読
み
方
が
違
う
の
で
あ
り
ま

す
。『
浄
土
三
部
経
』
に
も
昨
日
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
何
回
か
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
読
み
方
を
し
て
い
る
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
部
分
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
か
め

て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
訓
読
の
定
本
は
大
雲
点
と
言

わ
れ
て
は
居
ま
す
が
、
当
時
か
ら
そ
の
様
に
決
ま
っ
て
い
た
訳
で
は

無
い
よ
う
で
す
。
た
だ
増
上
寺
を
は
じ
め
檀
林
の
中
で
基
本
的
に
使

っ
て
い
た
『
浄
土
三
部
経
』
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
、
後
に

僧
侶
養
成
が
大
正
大
学
（
旧
宗
教
大
学
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ

こ
で
『
浄
土
三
部
経
』
の
本
が
、
大
雲
点
で
あ
り
、
訓
読
の
定
本
と

な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
改
め
て
訓
読
に
若
し
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
れ

ば
訂
正
す
る
よ
う
に
、
キ
チ
ッ
と
読
み
方
を
再
確
認
し
て
正
す
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
一
つ
目
で
す
。

　

次
に
、
資
料
の
⑺
の
と
こ
ろ
に
あ
る
仏
名
会
の
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。「
義
山
、
廬
山
寺
よ
り
法
則
を
探
し
求
む
」
と
あ
り
ま
す
。

義
山
が
各
宗
の
寺
院
の
経
蔵
な
ど
で
種
々
の
も
の
を
探
し
も
と
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、『
浄
土
三
部
経
』
の
諸
本
や
記
録
、
そ
し

て
『
五
部
九
巻
』
の
関
係
の
も
の
、
法
然
上
人
の
『
語
登
録
』
な
ど

の
諸
本
な
ど
を
探
し
得
ら
れ
、
浄
土
宗
に
と
っ
て
大
切
な
テ
キ
ス
ト

を
校
正
し
後
世
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
緯
の
中
で
探
し
て

お
ら
れ
る
中
で
見
つ
け
だ
さ
れ
た
資
料
の
一
つ
が
仏
名
会
の
法
則
で

あ
っ
た
の
で
す
。
京
都
の
寺
町
の
廬
山
寺
の
経
蔵
で
見
い
だ
さ
れ
た
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も
の
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
以
降
、
浄
土
宗
に
於
い
て
そ
の
法
式
に
よ

っ
て
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
如
法
念
仏
が
知
恩
院
の
お
彼
岸
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
も
義
山
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
も
義
山
が
条
を
定
め
法
則
を
板

行
し
て
二
月
と
八
月
に
知
恩
院
で
修
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
事
も
義
山
の
伝
記
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
典
拠
は
古

く
に
な
る
も
の
で
も
、
私
達
が
現
在
行
っ
て
い
る
法
要
の
多
く
も
次

第
を
定
め
、
法
則
と
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
始
め
ら
れ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

次
に
三
番
目
、「
寺
子
屋
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
寺
子

屋
」
は
「
講
」
な
ど
と
並
び
寺
院
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
、
人
々
に

向
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
一
種
の
教
育
機
関
で
す
。
そ
の
「
寺
子
屋
」

の
起
源
は
、
中
世
の
寺
院
で
の
教
育
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

寺
院
に
預
け
ら
れ
た
子
ど
も
達
が
読
み
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
な
ど
か
ら

始
ま
り
、
実
生
活
に
必
要
と
さ
れ
た
お
作
法
や
教
育
も
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

寺
で
始
め
ら
れ
た
か
ら
「
寺
子
屋
」
と
呼
び
習
わ
し
て
い
ま
す
。

神
社
で
行
っ
て
い
て
も
、
商
家
で
行
っ
て
い
て
も
「
寺
子
屋
」
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。（「
寺
子
屋
」
は
上
方
の
方
が
多
く
、
江
戸
で
は
「
指

南
所
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）

　

こ
れ
に
つ
い
て
の
典
拠
を
と
い
う
こ
と
で
し
た
。『
日
本
教
育
史

資
料
』
８
巻
と
９
巻
に
よ
る
と
寺
子
屋
を
主
催
し
て
い
る
人
々
の
職

業
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
、
神
官
、
修
験
者
、
浪
人
、
武
士
、

農
業
、
工
業
、
商
業
、
医
師
、
平
民
な
ど
多
彩
で
す
。
そ
の
割
合
を

寺
子
屋
の
多
い
愛
知
県
の
例
で
示
し
ま
す
と
、
尾
張
で
は
僧
侶
27
％
、

平
民
25
％
、
農
業
25
％
、
神
官
９
％
、
医
者
７
％
と
な
り
、
三
河
で

は
僧
侶
御
34
％
、
平
民
32
％
、
農
業
19
％
、
医
者
６
％
等
と
な
っ
て

い
ま
す
。
地
域
に
よ
れ
ば
僧
侶
が
70
％
を
越
え
る
地
域
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
こ
の
様
な
例
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
「
寺
子
屋
」
は

寺
院
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
て
、
江
戸
時
代
の
末
頃
ま
で
は
存
続
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
次
第
に
経
済
が
発
達
し
て
い
く
と
僧
侶
に
代
わ

る
主
催
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
寺
院
が
そ
の
重
き
を
成

し
た
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
で
す
。

　
『
現
代
の
お
け
る
～
』
い
う
話
題
に
移
し
ま
す
。
昨
日
申
し
ま
し

た
中
で
お
葬
式
の
こ
と
は
申
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
葬
式
関

係
の
書
籍
は
人
権
問
題
と
の
関
係
で
問
題
を
含
ん
で
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
差
別
戒
名
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
の
様
な
書

籍
に
そ
の
記
述
が
あ
り
、
ネ
ッ
ト
の
中
で
も
当
た
り
前
に
差
別
戒
名

の
根
元
は
浄
土
宗
の
『
無
縁
慈
悲
集
』
で
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
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す
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
一
つ
の
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

名
前
は
『
差
別
戒
名
の
系
譜
』（
二
〇
一
四
）
と
い
う
書
物
で
あ
り
、

そ
の
副
題
を
「
偽
書
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
の
研
究
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
と
い
う
本
が
何
時
作
ら
れ
た
も
の
な

の
か
と
言
う
こ
と
が
先
ず
重
要
で
あ
り
ま
す
。
現
在
写
本
と
し
て
残

っ
て
い
る
も
の
で
は
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
の
も
の
が
あ
り
、
別

に
年
号
未
詳
で
あ
る
が
室
町
時
代
末
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
一
本
も

現
存
し
て
い
ま
す
。
刊
本
と
し
て
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
な
ど

が
数
本
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
の
中
に
差
別
戒
名
の
記
述
が
記
載
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
心
光
寺
の
報
譽
が
『
無
縁
慈
悲

集
』（
寛
永
三
年
序　

一
六
二
六
）
に
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し

記
載
し
た
の
で
あ
り
、
袋
中
（
一
五
五
二
～
一
六
三
九
）
の
『
泥
洹

之
道
』（
寛
永
十
一
年
序　

一
六
三
四
）
に
も
、
少
し
字
が
異
な
っ

て
い
る
が
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
浄

土
宗
の
こ
れ
ら
の
書
が
差
別
戒
名
の
最
初
の
書
籍
と
さ
れ
て
き
た
訳

で
す
。
し
か
し
、
前
述
の
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
の
写
本
が
そ
れ
を

さ
か
の
ぼ
る
事
ほ
ぼ
百
年
前
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
引
用
で
あ

る
事
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。『
無
縁
慈
悲
集
』
に
は
「
延
喜
の

帝
の
勅
定
」
と
さ
れ
る
も
の
が
こ
の
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
の
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
『
貞
観
政
要
格
式
目
』
は
現
在
『
差
別
戒
名
の
系

譜
』
と
言
う
書
籍
に
全
文
が
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
見
る
と
き
、
浄
土
宗
、
佛
教
大
学
、
大
正
大
学
な
ど
浄
土

宗
の
関
係
機
関
も
、
こ
れ
ら
の
書
籍
を
処
分
す
る
と
い
う
姿
勢
で
は

無
く
、
も
う
公
開
し
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
い
ま
『
無
縁
慈
悲
集
』
は
古
書
店
で
出
て
い
ま
す
。
十
数
万

も
の
値
が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
人
達

が
い
ま
す
。

　

先
日
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
事
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

い
ま
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
こ
と
を
ド
イ
ツ
で
は
隠
す
こ
と
無
く
、
一

生
懸
命
に
公
開
し
教
え
て
い
る
よ
う
で
、
一
年
間
で
五
〇
時
間
を
越

え
る
時
間
を
費
や
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
現
在
の
時
代
は
、
そ
う
い

う
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
禅
宗
の
無
住
道
人
が
書
い
た
『
禅
門
小
僧
訓
』
と
い
う

書
籍
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
序
に
よ
る
と
無
住
道
人
は
最
初
、
差
別
的

な
戒
名
に
は
反
対
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
『
貞
観
政
要
格
式

目
』
を
み
て
勅
定
な
ら
ば
同
意
し
て
従
う
と
述
べ
て
い
ま
す
。
如
何
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に
そ
の
勅
定
と
い
う
も
の
が
当
時
の
人
々
に
背
く
こ
と
の
で
き
な
い
、

重
要
視
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
袋
中
も
そ

の
序
で
典
拠
を
正
し
く
求
め
る
こ
と
を
述
べ
て
、『
泥
洹
之
道
』
を

著
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
引
用
し
た
こ
と
も
頷
け
ま
す
。
そ
の

引
用
し
た
こ
と
が
、
平
等
を
表
明
し
て
い
る
僧
侶
と
い
う
、
仏
教
と

い
う
立
場
か
ら
し
て
批
判
さ
れ
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
私
達
も
、
そ
の
内
容
を
ハ
ッ
キ
リ
と
理
解
し
た
上
で
語
っ
て
い

か
な
い
と
、
行
動
し
て
い
か
な
い
と
活
け
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り

ま
す
。

　

次
に
言
い
た
い
こ
と
は
せ
っ
か
く
築
き
上
げ
ら
れ
た
檀
家
制
度
を

も
っ
と
私
達
は
大
事
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
処
の

お
寺
も
檀
信
徒
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
初
め
か
ら
僧
と
在

家
の
関
係
は
同
じ
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
在
こ

の
形
が
崩
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
心
情
的
に
も
、
場
所
（
距

離
）
的
に
も
離
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
特
に
住
む
場
所
が
地
域
か
ら
離
れ
遠
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
は
こ
の
場
合
に
は
何
処
ま
で
も
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
何
せ
、
う
ち
の
お
寺
に
と
っ
て
お
檀
家
さ
ん

で
す
か
ら
。
お
檀
家
さ
ん
を
大
事
に
、
大
切
に
し
よ
う
と
思
っ
た
ら

九
州
に
行
か
れ
よ
う
が
、
北
海
道
に
行
か
れ
よ
う
が
、
何
処
に
で
も

お
参
り
に
行
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
寺
と
結
ん
で
頂
い
た
御
縁

は
、
お
檀
家
さ
ん
が
外
さ
れ
る
ま
で
は
、
決
し
て
離
し
て
は
い
け
な

い
様
に
す
る
事
が
大
切
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

次
に
僧
侶
に
と
っ
て
の
意
識
改
革
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
基
調
講

演
の
中
で
宇
高
先
生
が
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
宇
高
先
生
は
「
上

目
線
」
の
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
私
達
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に

そ
の
様
に
な
っ
て
い
る
、
本
人
は
気
付
い
て
い
な
い
場
合
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。「
上
目
線
」
と
い
わ
れ
気
に
な
る
こ
と
は
、「
上
人
」

の
呼
称
で
す
。
例
え
ば
江
戸
時
代
に
於
い
て
「
上
人
」
と
呼
ば
れ
る

の
は
極
一
部
の
僧
侶
だ
け
で
し
た
。
檀
林
に
掛
錫
し
て
ほ
ぼ
二
十
年

学
び
修
行
し
て
璽
書
を
受
け
て
は
じ
め
て
「
上
人
」
の
号
を
頂
く
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
無
い
と
「
上
人
」
で
は
無
い
の
で
す
。
現
在

の
我
々
と
は
全
く
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
の
私
達
は
加
行
を
終
え

た
と
き
か
ら
、「
上
人
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
ま
た
呼
び
合
う
と

き
も
「
○
○
上
人
」
と
敬
称
を
付
け
て
呼
ぶ
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、

江
戸
時
代
は
勿
論
、
あ
り
得
な
い
話
な
の
で
す
。
ま
た
そ
の
様
に
呼

ば
な
い
と
、
お
か
し
い
様
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で

す
。
全
体
の
中
で
ご
く
一
部
の
方
を
「
上
人
」
と
呼
ん
で
い
た
の
と
、

全
員
を
「
上
人
」
と
呼
ぶ
の
と
大
き
く
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と

は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。
私
達
も
、
在
家
の
皆
さ
ん
も
皆
一
緒
で
あ
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り
ま
す
。
浄
土
宗
は
皆
凡
夫
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
私

達
は
ち
ょ
っ
と
思
い
違
い
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
つ
い
で
に
付
け
加
え
て
一
言
申
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
回
向
文
で
す
。
在
家
の
方
に
は
「
追
善
増
上
菩

提
」、
我
々
僧
侶
は
「
莊
嚴
浄
土
」
と
回
向
致
し
ま
す
。
基
本
的
に

は
追
善
増
上
菩
提
で
あ
っ
て
も
莊
嚴
浄
土
で
あ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も

意
味
は
浄
土
に
於
い
て
菩
提
を
増
上
し
て
く
だ
さ
い
と
回
向
し
て
い

る
の
で
す
。
莊
嚴
浄
土
は
『
無
量
寿
経
』
で
申
し
ま
す
と
、
あ
な
た

が
修
行
す
べ
き
浄
土
を
荘
厳
し
て
く
だ
さ
い
。
す
な
わ
ち
修
行
し
て

く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
る
に
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
上
の
意
味

で
無
い
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
莊
嚴
浄
土
と
言
え

ば
何
か
追
善
増
上
菩
提
と
違
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
実
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
、
僧
侶
は
仏
教
の
事
を
学
ん
で
浄
土

に
於
い
て
す
べ
き
事
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
修
行
を

し
て
行
き
な
さ
い
と
ハ
ッ
キ
リ
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

思
い
違
い
の
内
容
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

最
後
に
横
井
先
生
が
先
ほ
ど
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
の
よ
い
お
話
を

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
は
非
常
に
悩
ん
で
お
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
言
う
と
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
仏
教
徒
は

多
い
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
戦
争
で
若
い
男
性
が
亡
く
な
り
、
若
い

女
性
の
嫁
ぎ
先
が
無
く
な
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
仏
教
で
は
一
夫

一
婦
制
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
一
夫
多
妻
制
で
す
。

で
す
か
ら
結
婚
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
と
結
婚
し
な

い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
、
多
く
の
女
性
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
に

嫁
い
で
い
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
口
が
今

後
大
き
く
変
動
し
複
雑
な
事
情
と
な
っ
て
い
く
事
が
明
ら
か
な
よ
う

で
す
。

　

長
谷
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
休
憩
と
い
た
し

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
休
憩
）

　

長
谷
川　

そ
れ
で
は
、
再
開
い
た
し
ま
す
。

　

最
初
に
お
約
束
し
て
お
り
ま
し
た
よ
う
に
、
後
段
は
、
閉
会
式
そ

の
他
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
方
々
の
ご
予
定
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
ら
、

三
時
半
に
は
終
わ
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

前
段
は
提
出
い
た
だ
い
た
質
問
表
に
対
す
る
お
答
え
を
四
人
の

方
々
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
な
お
お
聞
き
し
た
い
、
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あ
る
い
は
ご
異
論
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
点
か
ら
進
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
、
そ
れ
以
外
の
ご
質
問
、
ご
意
見
等
を
ご
披
瀝
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
挙
手
を
し
て
ご
所
属
と
お
名
前

を
お
述
べ
い
た
だ
い
た
上
で
ご
発
言
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま

す
。

　

質
問
を
さ
れ
た
先
生
方
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
お
四

方
、
ど
な
た
か
に
つ
い
て
、
こ
の
点
は
い
か
が
か
と
い
う
ご
質
問
等
、

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

小
澤　
『
四
誓
偈
』
に
つ
い
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

両
先
生
か
ら
適
切
な
ご
回
答
を
い
た
だ
い
て
、
あ
る
程
度
は
納
得
を

し
ま
し
た
。『
四
誓
偈
』
と
言
え
ば
、
浄
土
宗
の
教
師
で
あ
れ
ば
誰

で
も
が
暗
記
し
て
、『
三
部
経
』
の
中
で
も
一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
部

分
で
す
。

　

私
は
、
か
つ
て
は
大
学
に
い
て
、
今
は
退
い
た
身
で
す
が
、『
三

部
経
』
の
講
読
、
そ
の
よ
う
な
講
座
を
大
学
あ
る
い
は
養
成
講
座
等

を
持
た
さ
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
素
直
に
漢
文
を
読
ん
で
い
く
と

ど
う
し
て
も
、
す
う
っ
と
読
む
と
ど
う
も
あ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
誓
願

と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
力
強
い
意
思
の
表
れ
だ
と
受
け
止
め
て
、
法

蔵
菩
薩
の
も
の
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

た
だ
浄
土
宗
の
お
経
の
書
き
下
し
を
見
る
と
、
あ
れ
、
こ
う
も
読

め
る
の
か
な
と
あ
る
日
、
気
が
付
い
た
わ
け
で
す
。
で
も
漢
文
を
す

う
っ
と
読
む
と
あ
る
意
味
で
は
、
素
直
に
読
め
ば
法
蔵
菩
薩
自
身
が

世
自
在
王
如
来
を
目
の
前
に
し
て
誓
っ
て
い
る
。

　

四
十
八
偈
を
立
て
た
あ
と
に
、
再
度
、
短
い
偈
文
で
世
自
在
王
如

来
に
誓
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
自
分
も
説
法
獅
子
吼
せ
ん
。

あ
る
い
は
三
界
の
雄
に
自
分
も
な
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
力
強
い
誓

い
と
し
て
受
け
止
め
た
ほ
う
が
自
然
に
読
め
る
の
か
な
と
常
々
思
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
今
あ
る
訓
読
を
読
ん
で
み
る
と
、
何
と
な
く
釈
然

と
し
な
い
思
い
で
い
る
と
い
う
気
持
ち
を
述
べ
た
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
齊
藤
先
生
の
資
料
の
中
に
も
聖
光
上
人
の
『
西
宗
要
』
に

も
そ
う
い
う
読
み
が
あ
る
の
だ
と
い
う
ご
指
摘
を
ち
ょ
う
だ
い
し
ま

し
た
。
私
は
そ
れ
を
見
て
い
な
い
の
で
。
た
だ
、
会
場
の
皆
様
方
で

『
四
誓
偈
』
の
訓
読
は
、
二
通
り
の
読
み
が
あ
る
と
い
う
ご
認
識
は

い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
改
め
て
皆
様
方

も
『
四
誓
偈
』
を
も
う
一
度
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
そ
の
意
味
を
ご

認
識
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

長
谷
川　

質
問
者
の
小
澤
先
生
か
ら
、
改
め
て
『
四
誓
偈
』
の
読
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み
方
に
つ
い
て
ご
見
解
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
何
か
、
こ
の
件
に
つ
い

て
重
ね
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
澤　

今
、
先
生
の
ご
指
摘
、
い
た
だ
い
た
も
の
を
も
う
１
回
読

み
返
し
ま
す
と
、
こ
こ
の
部
分
が
多
分
に
気
に
な
る
の
で
す
ね
。

「
通
達
し
て
照
さ
る
る
こ
と
な
く
、
願
わ
く
は
我
が
功
慧
の
力
、
此

の
最
勝
尊
に
等
し
か
ら
ん
。
我
が
こ
の
願
若
剋
果
せ
ば
。」
と
な
っ

て
い
る
「
此
の
最
勝
尊
」
が
も
し
「
彼
の
最
勝
尊
」
で
あ
れ
ば
、
恐

ら
く
間
違
い
な
く
、
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、「
此
れ
」
と
書
い
て
あ
る
と
、
こ
れ
は
ど
こ
に
掛
か
る
の

か
と
い
う
話
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
理
解
が
二
通
り
に
分
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
願
わ
く
は
我
が
功
慧
の
力
、
此
の
最
勝
尊
に
等
し
か
ら
ん
」、
こ

の
最
勝
尊
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、

ど
こ
に
掛
か
る
の
か
で
、
前
文
が
法
蔵
菩
薩
の
文
か
、
世
自
在
王
仏

の
仏
徳
な
の
か
、
そ
こ
で
解
釈
が
二
つ
に
分
か
れ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

す
み
ま
せ
ん
。
私
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
の

で
、
ま
た
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

　

長
谷
川　

た
だ
い
ま
の
よ
う
な
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
を
通

し
て
、
改
め
て
私
ど
も
も
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぜ
ひ
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
浄
土
宗
と
し
て
の
訓
読
の
仕
方
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
と
、
宗
内
の
全
教
師
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、

檀
信
徒
の
方
々
に
対
す
る
教
化
の
際
に
も
自
信
を
持
っ
て
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
れ
を
契
機
に
ど
こ
で
検
討
す
べ
き
な
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
そ
う
い
う
機
会
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

石
田　

流
れ
を
縛
る
よ
う
な
質
問
を
出
し
て
し
ま
っ
て
す
ま
な
か

っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

四
先
生
か
ら
、
例
え
ば
教
学
の
面
、
布
教
の
面
、
法
式
の
面
で
の

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
課
題
、
現
状
は
わ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

寺
院
の
現
状
を
考
え
る
と
き
に
、
寺
院
を
ど
う
護
持
し
て
い
く
の

か
。
運
営
し
て
い
く
の
か
。
炭
屋
先
生
の
と
こ
ろ
に
一
番
絡
む
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
皆
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
研
究
所
で
過
疎
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
行
き
ま
す
と
、
私
の
印
象
で
は
多
く
の
お
寺
様
が
、
自
分
の
代
は
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大
丈
夫
だ
け
ど
、
次
は
ど
う
だ
ろ
う
な
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
い

た
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
い
る
先
生
方
、
恐
ら
く
ご
住
職
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
次
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
課
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き

に
、
こ
れ
か
ら
た
ぶ
ん
教
師
の
数
も
減
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
寺
の

数
は
宇
高
先
生
の
資
料
で
減
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
兼
務

の
お
寺
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
の
が
こ
の
何
年
間
か
の
現
状
だ
と

思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
も
縮
小
し
て
い
く
、
社
会
も
縮
小
し
て
い
く
、
私
ど
も
の

教
団
も
少
し
ず
つ
小
さ
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
次
に
ど
う
バ
ト
ン
を

渡
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
課
題
、
そ
こ
の
部

分
を
先
生
方
で
深
め
て
、
共
有
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
私
ど
も
に
そ

れ
を
提
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
若
い
僧
侶
と
し
て
あ
り
が
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

も
し
そ
の
課
題
と
い
う
も
の
が
皆
様
の
中
で
共
有
で
き
る
も
の
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
議
論
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が

た
く
思
い
ま
す

　

長
谷
川　

と
て
も
大
切
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
会
場
に

お
ら
れ
る
方
々
も
自
分
の
と
き
は
何
と
か
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
と
い

う
思
い
も
含
め
て
維
持
存
続
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
先
の
こ
と

を
考
え
る
と
不
安
で
な
ら
な
い
と
い
う
お
寺
さ
ん
も
少
な
か
ら
ず
お

あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
ち
ら
に
並
ん
で
お
り
ま
す
四
人
と
は
別
に
、

こ
の
機
会
に
今
の
ご
質
問
に
関
連
し
て
何
か
、
自
分
の
寺
で
は
と
か
、

あ
る
い
は
教
区
、
組
内
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
ご
覧
に
な
ら
れ
て

い
て
、
お
感
じ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
ご
意
見
が
あ
り
ま
し

た
ら
発
表
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
。

　

横
井　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
で
は
寺
離
れ
、
坊
さ
ん

離
れ
と
い
う
現
象
が
現
実
に
起
き
て
い
ま
す
。
お
寺
に
よ
っ
て
は
い

ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
お
い
で
で
す
が
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
そ
う

い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
浄
土
宗
と
し
て
ど
う
い
う
対
策
を
考
え
て
い
る
の

か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
い
か
に
工
夫
し

て
お
ら
れ
る
の
か
。

　

実
は
私
は
七
箇
寺
を
持
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
工
夫
を
し
て
い
ま

す
。
そ
う
し
な
い
と
と
て
も
で
は
な
い
が
護
持
で
き
ま
せ
ん
。
私
な

り
に
や
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
現
象
と
し
て
、
は
っ
き
り
大
阪
あ
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る
い
は
近
郊
の
場
合
は
寺
離
れ
、
坊
さ
ん
離
れ
で
す
。
年
忌
と
お
葬

式
の
と
き
だ
け
は
来
て
も
ら
う
、
あ
と
は
関
係
な
い
と
若
い
人
は
、

は
っ
き
り
言
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
、
先
生
方
、
ど
う
お

考
え
か
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

長
谷
川　

た
だ
い
ま
の
大
阪
近
郊
で
の
現
況
、
厳
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
お
答
え
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
願
い
し
ま
す
。

　

炭
屋　

横
井
先
生
に
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
対
す
る
回
答
に
は

な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
、
な
ぜ
寺
離
れ
が
起
き
て
い
る

か
と
言
い
ま
す
と
、
戦
後
育
っ
て
き
た
私
た
ち
の
世
代
、
団
塊
の
世

代
の
人
間
が
七
〇
歳
前
後
、
あ
と
何
年
か
す
れ
ば
後
期
高
齢
者
に
な

り
ま
す
。

　

そ
の
人
た
ち
が
特
に
強
い
考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
家
族
に
迷

惑
を
か
け
た
く
な
い
、
こ
の
一
点
で
す
。
こ
れ
は
都
市
部
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
、
私
の
所
属
し
て
い
る
新
潟
で
も
同
じ
で
あ
り

ま
す
。

　

田
舎
と
い
う
言
い
方
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
い
意
味
で
田

舎
と
申
し
ま
す
。
田
舎
で
も
そ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
家
族

に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い

う
こ
と
の
ケ
ア
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
私
は
足
り
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
、
い
い
か
悪
い
か
は
別
と
し
て
、
最
近
は
命
の
尊
厳

と
い
う
こ
と
で
延
命
措
置
等
も
余
り
し
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
か
、

そ
の
よ
う
な
選
択
を
す
る
方
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
死
は
恐
れ
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
自
分
の
死
よ
り
も
大
切
な
人
の
死
の
ほ
う

が
ダ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
い
う
か
、
そ
れ
は
困
る
と
い
う
意
識
が
あ
り

ま
す
。

　

例
え
ば
地
方
は
特
に
そ
う
で
す
。
都
会
で
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
子
ど
も
た
ち
が
皆
、
仕
事
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
都
会
、
都

市
部
へ
出
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
二
人
だ
け
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
同
時
に
死
ぬ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
か
が
残

り
ま
す
。

　

そ
の
大
事
な
お
父
さ
ん
な
り
お
母
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
ダ

メ
ー
ジ
は
す
ご
く
強
い
わ
け
で
す
。
現
実
に
今
は
三
人
に
一
人
は
ガ

ン
に
な
り
ま
す
。
だ
い
ぶ
進
ん
で
は
き
ま
し
た
が
、
ま
た
、
ほ
か
の

病
気
も
出
て
き
ま
す
。
ガ
ン
の
余
命
告
知
な
ど
を
受
け
た
場
合
、
そ

れ
を
医
学
的
に
は
予
期
期
間
と
言
う
と
、
私
の
仲
間
の
医
者
か
ら
聞

い
て
お
り
ま
す
。
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そ
の
ケ
ア
を
お
医
者
さ
ん
は
で
き
な
い
で
す
。
私
の
同
級
生
の
病

院
長
が
私
に
、
そ
れ
を
や
っ
て
く
れ
る
の
が
宗
教
者
で
は
な
い
の
と

よ
く
言
い
ま
す
。
僕
は
そ
の
と
き
反
論
し
て
言
い
ま
す
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
さ
ん
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
さ
ん
は
神

父
服
を
着
た
ま
ま
病
院
へ
入
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
改
良
服
な
り
で
病

院
に
入
る
こ
と
は
嫌
わ
れ
ま
す
。
や
め
て
く
だ
さ
い
と
言
う
病
院
さ

え
あ
り
ま
す
。
作
務
衣
ぐ
ら
い
は
許
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
多
い
で

す
が
。

　

私
も
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

こ
の
病
棟
は
、
余
命
一
年
以
内
の
方
ば
か
り
で
す
。
そ
の
方
た
ち
に

話
を
し
て
く
だ
さ
い
。
物
事
を
考
え
て
お
話
を
し
ま
し
た
が
。
ほ
か

の
方
は
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
死
に
対
す
る
ケ
ア
は
、
ど
う
し
て
も
我
々
、
僧
侶
は
関
わ
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
け
ば
、
寺
離
れ
を
完
璧
に
は
止
め
ら

れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
大
澤
先
生
が
向
こ
う
か
ら
切
ら
な

い
限
り
は
、
檀
家
は
ず
う
っ
と
追
っ
か
け
ま
す
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
こ
と
も
必
要
で
す
。
そ
れ
は

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
人
と
の
接
点
を
切
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
、
意
外
と
こ
れ
は
、
皆
さ
ん
、
個
人
個
人
が
一
番
わ
か
っ
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
く
の
は
ど
う
す
る
か
と

言
い
ま
す
と
、
長
谷
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
社
会
化
と

い
う
こ
と
で
す
。
平
た
く
言
え
ば
、
お
寺
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
寺
を
開
く
と
い
う
の
は
、
本
当
は
田
舎
の
お
寺
ほ
ど
開
か
れ
て

い
ま
す
。
門
も
開
け
っ
放
し
で
す
し
、
玄
関
も
鍵
が
か
か
っ
て
ま
せ

ん
か
ら
。
最
近
は
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま

だ
ど
こ
か
は
開
い
て
い
ま
す
。
い
つ
で
も
入
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
で
、
既
に
な
の
で
す
が
、
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
す
。
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

社
会
化
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
寺
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
。
オ

ー
プ
ン
と
い
う
の
は
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
昨
日
、
少
し
お
話
を
し
ま
し
た
。
例
え
ば
こ
れ
か
ら
東
京
で

も
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
り
し
た
と
き
に
、
私
は
普
段
住
ま
い
は
東

京
で
す
。
例
え
ば
一
時
退
避
の
場
所
と
し
て
と
か
、
災
害
時
の
備
品

等
の
貯
蔵
場
所
で
社
会
貢
献
を
す
る
こ
と
は
、
空
間
的
広
さ
を
持
っ

て
い
る
。
土
地
の
広
さ
も
建
物
も
。

　

昔
は
、
町
へ
行
っ
て
、
立
派
な
屋
根
は
お
寺
し
か
な
か
っ
た
。
今

は
多
少
、
ビ
ル
が
あ
り
ま
す
が
。
私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
そ
う
で
し

た
。
東
京
で
も
ビ
ル
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
そ
の
お
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寺
の
物
的
な
資
材
と
言
う
か
、
そ
れ
を
土
地
も
建
物
も
含
め
て
有
効

に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
一
つ
一
つ
や
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
、
基
調
講
演
で
宇
高
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
寺
を
お
葬
式
の

場
と
し
て
使
う
の
も
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
地
域
性
と

か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
も
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
皆
さ
ん
が
接
点
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
来
て
、

お
茶
を
飲
ん
だ
り
、
お
話
を
で
き
た
り
。
例
え
ば
、
う
ち
へ
帰
っ
た

ら
一
人
だ
け
ど
、
そ
こ
に
行
け
ば
話
す
相
手
が
い
れ
ば
、
お
寺
の
中

で
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

現
実
に
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
そ
の
よ

う
な
具
体
例
を
、
例
え
ば
こ
れ
を
や
れ
ば
百
点
満
点
と
い
う
も
の
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
言
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
が
、
私
は
お
寺
さ
ん
向
け
の
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
を
始
め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
の
仲
間
で
昨
年

亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
大
学
の
先
輩
で
長
谷
川
先
生
の
お
弟
子
さ
ん

と
し
て
僧
籍
を
取
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
公
認
会

計
士
で
あ
る
と
同
時
に
上
場
会
社
の
社
長
、
会
長
も
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
た
ま
た
ま　

私
と
話
し
て
、
私
も
実
は
上
場
会
社
の
経

営
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
も
、

日
本
は
だ
め
に
な
る
よ
ね
、
話
し
な
が
ら
一
番
い
い
勉
強
を
し
よ
う

じ
ゃ
な
い
か
と
、
仏
教
を
目
指
し
た
わ
け
で
す
。

　

た
ま
た
ま
大
正
大
学
の
ご
縁
を
得
て
入
ら
し
て
い
た
だ
い
て
勉
強

し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
私
が
そ
の
と
き
に
い
ろ
い
ろ
厳
し
く
も
優

し
く
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
の
中
で
先
輩
と
話
し
た
こ
と
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
下

手
だ
と
思
い
ま
す
。
上
手
な
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
一
般
的

に
慣
れ
て
な
い
で
す
。
う
ま
い
と
か
下
手
で
は
な
く
、
慣
れ
て
な
い

だ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
接
点
の
問
題
、
何
た
っ
て
接

点
が
な
け
れ
ば
い
く
ら
言
っ
た
っ
て
始
ま
ら
な
い
。
人
と
会
う
、
人

に
来
て
も
ら
う
、
来
て
く
れ
な
い
な
ら
追
い
か
け
れ
ば
い
い
。
い
い

意
味
で
の
追
っ
か
け
も
す
る
。

　

い
ろ
い
ろ
な
条
件
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
な
さ

っ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
も
参
考

例
に
す
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
な
い
、
あ
れ
が
で
き

な
い
で
は
な
く
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
で
き
る
も
の
、
１
点

で
も
い
い
か
ら
や
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。

　

私
の
希
望
は
全
寺
院
に
残
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
た
ぶ
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ん
難
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
寺
院
一
宗
教
法
人
は
考

え
る
と
き
が
来
て
い
ま
す
。
吸
収
合
併
、
会
社
で
は
な
い
の
で
、
そ

う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
互
い
が
生
き
延
び
る
た
め
の
協
同
組
合
法
式
と
か
、
ま
だ
ほ
か

に
も
あ
り
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
先
輩
が
い
れ
ば
も
っ
と
専
門
的
な
話

が
で
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
歩
で

も
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
お
時
間
の
関
係
で
答
え

に
な
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
キ
ッ
ク
オ
フ
の
材
料
に
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

　

長
谷
川　

極
め
て
具
体
的
な
事
例
を
含
め
て
、
炭
屋
上
人
か
ら
お

答
え
が
あ
り
ま
し
た
。

　

堤　

立
場
で
言
う
と
、
私
、
民
生
委
員
等
も
し
て
お
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
で
社
会
貢
献
、
こ
の
現
状
と
課
題
と
い
う
こ
と
で
は
期

待
し
て
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

あ
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
話
を
聞
き
ま
し
た
。
浄
土
宗
は
七
千

箇
寺
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
で
き
て
い
る
の
。

普
通
の
会
社
で
七
千
支
店
が
あ
る
と
、
す
ご
い
会
社
だ
け
ど
、
そ
の

つ
な
が
り
が
全
く
見
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
指
摘
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
大
澤
先
生
も
申
さ
れ
ま
し
た
。
檀
信

徒
の
関
係
は
ど
こ
ま
で
で
も
追
い
か
け
て
い
く
関
係
は
必
要
で
は
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
私
は
松
坂
市
で
十
六
万
ぐ
ら
い
の
都
市
で
す
。
五

年
間
、
国
勢
調
査
で
四
千
人
減
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
都
市
に

流
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
都
市
に

流
通
し
た
人
た
ち
が
ち
ゃ
ん
と
浄
土
宗
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
、
そ
の
あ
た
り
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

　

炭
屋
先
生
も
会
社
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
顧
客
管
理
が

非
常
に
大
切
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
か
ら
言
う
必
要
は
な
い
で
し

ょ
う
が
、
檀
信
徒
、
信
徒
と
い
う
場
合
に
浄
土
宗
と
し
て
の
ネ
ッ
ト

と
し
て
移
動
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
受
け
入
れ
る
よ
う

な
状
況
、
体
制
が
あ
る
の
か
と
言
う
と
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

一
例
を
申
し
ま
す
と
、
都
会
に
行
っ
て
、
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
お

葬
式
を
し
た
、
納
骨
に
や
っ
て
く
る
。
一
体
ど
こ
で
し
た
の
か
と
い

う
ケ
ー
ス
が
、
私
ど
も
の
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
し
、
我
々
の
よ
う

な
地
方
寺
院
、
そ
れ
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
か
、
浄
土
宗
の
信
徒

あ
る
い
は
檀
家
と
い
う
所
属
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は

七
千
支
店
が
あ
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
は
余
り
に
も
脆
弱
で
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は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
な
の
だ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

　

七
千
法
人
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
値
打
ち
を

活
か
す
た
め
に
も
、
名
簿
管
理
等
を
含
め
て
、
浄
土
宗
一
宗
と
し
て

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
な
け
れ
ば
先
が
暗
い
と
い
う
感
じ
が
し

ま
す
。
そ
の
辺
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

長
谷
川　

な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す
が
、
も
し
何
か
ヒ
ン
ト
に

な
る
よ
う
な
お
考
え
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
。

　

炭
屋　

ま
た
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
申
し
わ
け
な
い
の
で
す

が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
な
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
浄
土
宗
様
は
総
本
山
、
大
本
山
、
ず
う
っ
と
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
会
社
組
織
と
は
違
い
ま
す
。

　

例
え
ば
檀
家
さ
ん
と
の
関
係
も
各
ご
寺
院
様
の
も
の
が
極
端
な
話
、

き
ち
ん
と
し
た
契
約
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
言
う
と
問
題
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
縛
っ
て
お
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。
今
の
情
勢

か
ら
言
う
と
、
た
ぶ
ん
一
般
の
方
は
そ
う
い
う
縛
り
を
嫌
わ
れ
る
で

し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
仮
に
す
る
な
ら
ば
、
都
市
に
あ
る
お
寺
だ
け
が
生
き
残

っ
て
、
地
方
は
全
部
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
帰
っ
て
促
進
す

る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
の
や
り
方
は
慎
重
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

檀
家
制
度
は
本
当
は
い
い
も
の
で
す
。
い
い
も
の
で
す
が
、
今
の

時
代
に
あ
っ
た
も
の
に
す
る
に
は
、
逆
に
言
え
ば
、
互
助
会
組
織
と

い
う
言
い
方
が
い
い
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
工
夫
も
二

工
夫
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

細
か
く
話
せ
ば
長
く
な
り
ま
す
の
で
や
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
ぜ
ひ
そ
の
点
を
コ
ン
サ
ル
の
方
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
わ
か
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
我
々
、
宗
教
法
人
の
つ
く
り
が
一
般
会
社
組
織
と

は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
を
ご
理
解
し
て
話
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
一
方
的
な
見
方

で
は
困
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が

た
い
と
思
い
ま
す
。
答
え
ら
し
い
お
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。　

　

堤　

今
、
囲
い
込
み
と
い
う
こ
と
も
な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
と

い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
教
勢
を
拡
大
し
て
い
く
、
拡
大
の

方
向
も
な
か
な
か
難
し
い
。
例
え
ば
新
興
宗
教
、
特
に
某
新
興
宗
教

団
体
は
、
学
校
の
中
で
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
な
ど
、
全
部
取
っ
て
き
て
い
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ま
す
。
お
友
だ
ち
路
線
を
取
っ
て
、
や
が
て
は
引
き
入
れ
て
い
く
方

向
も
と
れ
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
根
っ
こ
か
ら
拡
大
を
し
て

い
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
は
こ
ち
ら
も

相
当
危
機
意
識
を
持
っ
て
固
め
て
い
か
な
い
と
、
全
く
新
興
宗
教
の

時
代
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
は

も
う
ゆ
る
ゆ
る
と
は
し
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う
危
機
意
識
を
持
っ
て

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
間
々
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
で
危
機
意
識
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
。

　

大
澤　

私
の
個
人
的
な
感
想
で
す
が
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、

あ
な
た
は
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
新
興
宗
教
の

よ
う
な
形
で
根
っ
こ
張
り
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
皆
、
し
た
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
か
一
生
懸
命
考

え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
自
分
の
檀
家
さ
ん
の
中
で
、
年
配
は
確
か
に
で
き
て
い
ま
す
。

地
元
に
い
る
人
は
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
少
し
離
れ

た
ら
、
実
際
に
で
き
て
い
な
い
の
は
、
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
る
。
皆
、
張
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
張

り
切
れ
て
な
い
の
が
実
際
で
す
。
そ
れ
を
ほ
か
の
地
域
と
ほ
か
の
浄

土
宗
全
体
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
っ
て
も
、
う
ま
く
引
っ
か
か
る
か

と
い
う
と
引
っ
か
か
ら
な
い
で
す
。

　

東
京
の
お
寺
が
自
分
の
と
こ
ろ
の
葬
式
を
す
る
の
に
、
皆
、
知
ら

な
い
う
ち
に
骨
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
結
構
多
い
わ
け
で
す
。
近
く

に
住
ん
で
い
な
が
ら
、
住
ん
で
い
る
檀
家
さ
ん
が
言
っ
て
こ
な
い
。

勝
手
に
骨
に
な
っ
て
い
る
、
い
つ
の
間
に
か
、
そ
こ
の
家
で
亡
く
な

っ
て
い
た
と
い
う
実
態
が
、
今
、
実
際
に
た
く
さ
ん
あ
る
そ
う
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
う
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
っ
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ザ
ル
で
す
。
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

私
が
一
番
思
う
の
は
、
特
に
東
京
の
方
々
で
す
。
東
京
か
ら
こ
う

い
う
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
発
信
を
し
て
ほ
し
い
。
テ
レ
ビ
で
言

わ
れ
る
こ
と
が
東
京
で
は
最
近
、
こ
う
な
り
ま
し
た
。
東
京
で
こ
う

な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
言
わ
れ
た
途
端
に
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
が

皆
、
あ
あ
、
お
寺
は
こ
ん
な
事
に
な
っ
た
ん
だ
な
、
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

　

や
は
り
東
京
の
方
は
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
と
こ
ろ
で
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
の
多
く
は
、
子
ど
も
に
迷
惑

を
か
け
た
く
な
い
。
前
は
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
田
舎
の
人
は
言
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
全
部
、
テ
レ
ビ
で
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
を
全

国
放
送
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
人
が
皆
、
子
ど
も
に
迷
惑
か
け
た
ら
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あ
か
ん
の
や
な
と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
自
分

の
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

天
国
も
そ
う
で
す
。
本
人
は
天
国
と
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
死
ん
だ
お
父
さ
ん
、
天
国
の
お
父
さ
ん
に
一
言
と
言
う

わ
け
で
す
。
向
こ
う
は
仏
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
と
言
っ
て
い
る
人
に

対
し
て
も
天
国
。
こ
の
放
送
を
聞
い
た
人
は
、
皆
、
天
国
と
言
い
ま

す
。

　

思
い
ま
す
の
に
、
東
京
で
も
っ
と
、
も
っ
と
良
い
風
を
吹
か
し
た

ら
、
地
方
に
大
き
な
風
が
来
ま
す
。
東
京
が
か
わ
れ
ば
、
地
方
も
か

わ
り
ま
す
。

　

研
究
所
の
方
は
大
勢
、
東
京
に
お
ら
れ
ま
す
。
本
当
に
し
っ
か
り

と
、
意
見
を
出
し
て
ほ
し
い
。

　

長
谷
川　

あ
と
お
ひ
と
方
、
き
ょ
う
何
と
し
て
も
言
っ
て
お
き
た

い
と
、
ご
発
言
さ
れ
る
方
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
。

　

粂
原　

今
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
東
京
が
こ
れ
か
ら

次
の
遠
忌
等
に
向
け
て
情
報
発
信
基
地
に
な
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
、

も
っ
と
檀
信
徒
や
内
面
的
な
動
き
や
中
で
の
活
動
も
い
い
け
れ
ど
、

例
え
ば
浄
土
宗
に
所
属
す
る
国
会
議
員
さ
ん
も
四
十
名
ぐ
ら
い
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
し
て
、
増
上
寺
に
ち
ゃ
ん
と
集
ま
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
共
生
き
財
団
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
著
名
人
は
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
こ
う
い
う
方
を
使
っ
て
外
に
向
か
っ
て
発
信
す
る
大

い
な
る
浄
土
宗
、
生
き
る
浄
土
宗
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く

っ
て
い
こ
う
と
い
う
流
れ
が
、
浄
土
宗
議
会
の
中
で
も
出
て
き
て
い

ま
す
。

　

も
う
中
だ
け
で
、
内
向
的
な
運
動
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
い
う
、
今
、

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
東
京
し
っ
か
り
し
ろ
、
ま
さ

に
そ
の
と
お
り
で
す
。
私
も
宗
学
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
一
言
。
往

生
浄
土
の
お
念
仏
の
中
に
、
日
々
に
求
め
ず
し
て
不
求
自
得
の
得
益
、

生
き
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
利
益
、
こ
れ
は
『
三
部
経
』
や
、
特
に

『
選
択
集
』
で
す
と
、
十
五
章
段
に
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。

　

こ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
も
っ
と
も
っ
と
喧
伝
し
、
取
り
上
げ
て
、
生

き
る
、
明
る
い
浄
土
宗
、
も
ち
ろ
ん
浄
土
に
向
か
っ
て
生
き
る
の
で

す
が
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
何
せ
正
式
名
は
、
往
生
浄
土
宗

で
す
。
向
こ
う
へ
行
っ
て
も
も
う
一
度
生
き
る
、
生
ま
れ
ま
す
。

　

当
然
生
き
る
宗
派
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
検
討
も
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
宗
会
の
レ
ベ
ル
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
京
で
す
と
、
土
屋
光
道
先
生
も
生
き
る
念
仏
、
昔
の
、
私
も
ち
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ょ
っ
と
教
わ
り
ま
し
た
服
部
英
淳
先
生
も
、
浄
土
教
の
泰
斗
と
言
わ

れ
る
方
も
、
念
仏
は
生
き
る
こ
と
だ
よ
と
、
遺
言
の
よ
う
に
聞
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

河
波
昌
さ
ん
、
東
洋
大
学
の
先
生
は
、
浄
土
宗
は
浄
土
に
往
生
す

る
教
え
で
あ
る
と
と
も
に
、
浄
土
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
生
き
る
教
え

だ
と
東
洋
大
学
の
講
義
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
新
し
い
視
点
で
は
な
い
の
で
す
が
、
所
求
、
所

帰
、
去
行
、
こ
の
宗
義
の
骨
格
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
時
期

相
応
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
面
で
の
強
調
も
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
議

論
が
宗
会
の
レ
ベ
ル
で
も
始
ま
り
、
私
ど
も
の
発
言
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

大
澤
先
生
、
ご
指
摘
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

長
谷
川　

た
だ
い
ま
の
お
話
を
伺
う
と
、
宗
会
の
中
で
も
浄
土
宗

の
内
部
だ
け
で
留
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
に
向
か
っ
て
積
極

的
に
浄
土
宗
の
強
み
を
発
信
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
広
報
と
い
い

ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
面
も
強
化
し
て
い
く
方
向
性
が
今
、
粂
原

上
人
か
ら
披
瀝
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
我
々
と
し
て
も
大
い
に
心

強
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
大
会
は
、「
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
」
と
い

う
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
、
こ
の
テ
ー
マ
に
ど
の
よ
う
な
視
点

か
ら
切
り
込
ん
で
い
く
か
。
そ
れ
が
副
題
に
あ
り
ま
す
「
江
戸
時
代

の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
」。

　

こ
の
視
点
と
目
指
す
べ
き
テ
ー
マ
の
あ
り
様
と
の
間
に
述
べ
て
い

る
ほ
う
も
、
ま
た
お
聞
き
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
方
も
若
干
ミ
ス

マ
ッ
チ
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
は
、
主
と
し
て
現
代
に
お
け

る
浄
土
宗
寺
院
が
直
面
し
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
、
十
分
と
は
言
え

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
あ
る
い
は
感
想
な
ど
を
お
述
べ
い
た

だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
、
思
い
ま
す
が
、
よ
く
日
本
の
仏
教
の
寺
院
が
七
万
七
千
ほ
ど

あ
る
、
浄
土
宗
と
し
て
も
七
千
箇
寺
を
超
え
る
。
数
の
上
で
コ
ン
ビ

ニ
や
小
学
校
等
と
比
べ
ら
れ
た
り
も
し
ま
す
。

　

私
は
そ
の
よ
う
な
量
的
な
比
較
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
箇
寺
、
一
箇

寺
の
寺
院
が
三
百
年
、
四
百
年
、
五
百
年
と
連
綿
と
し
て
生
き
続
け

て
き
て
、
現
在
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
関
わ
っ
た
歴
代
の
ご
住
職
、

あ
る
い
は
寺
族
の
方
々
、
檀
信
徒
の
方
々
、
地
縁
で
つ
な
が
っ
て
い

る
方
々
、
そ
の
た
く
さ
ん
の
ご
縁
の
中
で
生
き
続
け
て
き
た
寺
院
。

一
つ
一
つ
の
寺
院
が
極
め
て
個
性
的
な
寺
院
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
寺
院
が
今
ま
さ
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
檀
家
数
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で
言
え
ば
、
百
軒
未
満
、
も
っ
と
言
え
ば
五
十
軒
未
満
で
地
方
の
過

疎
的
な
地
域
、
そ
う
い
う
寺
院
の
場
合
に
は
構
造
的
に
、
物
理
的
に

恐
ら
く
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
て
く
る
こ
と
は
必
至
だ
と
思
い
ま
す
。

　

既
に
こ
う
し
た
こ
と
の
対
策
な
ど
は
、
宗
務
の
ほ
う
で
ど
の
よ
う

に
検
討
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
過
去
に
も
、
統
廃
合
の

問
題
は
、
議
論
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
際
に
、
判
断
基
準
と
し
て
客
観
的
な
条
件
を
見
極
め
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
肝
要
な
の
は
、
住
職
が
そ
の
寺
に
対
す
る

「
主
体
的
な
意
味
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
そ
し
て
、「
社

会
的
な
意
義
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
で
す
。

　

私
は
そ
の
二
つ
が
最
終
的
な
決
め
手
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
も
し
住
職
が
真
に
主
体
的
な
意
味
を
そ
の
寺
に
見

出
し
、
か
つ
そ
の
寺
が
あ
る
こ
と
が
檀
信
徒
を
含
め
て
そ
の
地
域
の

中
で
社
会
的
な
意
義
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
宗
を
挙
げ

て
、
あ
る
い
は
組
や
教
区
を
挙
げ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
体
制
を
つ

く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
ま
た
、
も
う
こ
の
寺
院
を
や
っ
て
い
く
こ
と
は
無
理
だ
と
。

生
活
の
面
か
ら
、
あ
る
い
は
檀
信
徒
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
い
く
、

都
心
に
流
出
し
て
い
く
、
む
ろ
ん
そ
こ
に
雇
用
の
受
け
皿
も
な
い
。

そ
う
い
う
構
造
的
な
限
界
状
況
で
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
お
寺
も
現
実

に
は
、
浄
土
宗
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
面
と
、
一
方
で
一
つ

一
つ
の
寺
の
住
職
の
、
こ
の
寺
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か
と
い
う

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
明
確
で
な
け
れ
ば
生
き
残
っ
て
い
く
こ
と
、
社
会
的

な
使
命
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
は
恐
ら
く
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

だ
ん
だ
ん
檀
信
徒
も
離
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
地
域
か
ら
も
離

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
危
機
感
を
さ
え
持
つ
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

昨
日
か
ら
き
ょ
う
の
お
話
の
中
に
も
、
少
産
多
死
社
会
に
入
っ
て

き
て
い
る
。
そ
れ
を
い
い
意
味
で
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
れ
ば
、
炭
屋

上
人
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
し
、
現
に
浄
土
宗
を
含
め
て
仏
教
の
若

い
僧
侶
の
方
々
を
中
心
に
看
取
り
の
実
践
を
さ
れ
て
い
る
方
が
た
く

さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
病
を
持
つ
故
の
悩
み

や
苦
し
み
に
寄
り
添
っ
て
い
く
。

　

そ
う
い
う
実
践
を
通
し
て
末
期
を
看
取
り
、
か
つ
そ
の
あ
と
の
葬

祭
仏
事
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
は
、
実
は
江
戸
時
代
の
僧
侶
が
日
常

的
に
な
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
現
代
的
な
視
点
で
見
た
場
合
に
は
、

む
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
違
う
面
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
葬
祭
仏
事
だ
け
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
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そ
の
手
前
の
看
取
り
を
し
、
か
つ
葬
祭
仏
事
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い

う
先
例
を
私
た
ち
は
き
ち
っ
と
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
話
と
も
関
連
し
て
、
大
澤
上
人
は
、
檀
家
が
も
し
九
州

へ
行
っ
た
と
す
れ
ば
そ
こ
ま
で
飛
ん
で
行
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
寺
院
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
兼
務
、
兼
職
の
場
合
は
な
か
な
か
難
し
い
面
が
現
実
に
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
寺
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
お
寺
へ
来
て
い
た
だ

い
た
ら
、
こ
れ
だ
け
し
ま
す
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
や
は

り
福
祉
や
教
育
、
そ
の
他
を
含
め
て
こ
ち
ら
が
出
向
い
て
い
く
と
い

う
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
サ
ー
ビ
ス
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

現
実
に
多
く
の
若
い
僧
侶
の
方
々
が
、
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
大
変
と
り
と
め
の
な
い
話
で
終
わ
る
結

果
に
な
り
ま
し
た
が
、
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
で
こ
れ
か
ら
も
こ
の
テ

ー
マ
に
一
人
一
人
が
迫
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
つ
も
り
で
取
り
組

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
今
回
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
か
せ
て
い
た
だ
い
た
意
義
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
四
人
の
発
表
者
の
方
々
に
拍
手
を
お
送
り
い
た
だ
い
て

こ
の
会
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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〈
目　

次
〉

⑴
【
は
じ
め
に
】

⑵
【
近
現
代
の
土
壌
と
し
て
の
近
世
】
を
認
識
す
る
こ
と
。

⑶	

【
批
判
的
視
点
・
見
直
し
の
視
点
・
受
け
継
ぐ
べ
き
視
点
・
学
ぶ

べ
き
視
点
】
を
具
体
的
に
提
起
。

⑷	

【
こ
れ
か
ら
我
々
が
進
む
べ
き
方
向
】
を
考
え
る
手
が
か
り
に
す

る
。

⑸
【
お
わ
り
に
】

⑴
【
は
じ
め
に
】

　

浄
土
宗
の
歴
史
か
ら
テ
ー
マ
を
考
え
る

　

・
教
理
・
儀
礼
・
教
団
が
中
心
と
な
る
。

　
　
　

浄
土
宗
の
伝
統

　
　
　

法
然
上
人
以
来
の
伝
統

　
　
　

七
祖
聖
冏
上
人
以
来
の
伝
統

　
　
　

近
世
に
学
ぶ
伝
統

　

・
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
た
次
元
で
、
浄
土
宗
が
社
会
的
に
、
あ

る
い
は
仏
教
の
教
学
と
い
う
世
界
的
な
立
場
か
ら
担
っ
て
き
て
、
今

日
も
活
用
・
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
大
蔵
経
の

出
版
で
近
世
・
近
代
・
現
代
の
浄
土
宗
が
果
し
て
き
た
役
割
で
あ
っ

た
。

⑵
【
近
・
現
代
の
土
壌
と
し
て
の
近
世
】
を
認
識
す
る
こ
と
。

　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
と
『
浄
土
宗
全
書
』
正
続
と
い
う
仏
教
研

究
、
浄
土
宗
教
学
研
究
上
、
最
も
基
本
的
な
叢
書
が
あ
る
。
こ
の
二

つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
そ
の
土
壌
か
ら
私
た
ち
が
い
か
に

「
教
学
の
立
場
か
ら
浄
土
宗
と
大
蔵
経
に
つ
い
て
」　

　
　
　
　
　
　
　
　
―
近
世
・
近
代
に
お
け
る
宗
典
研
究
の
基
盤
と
し
て
の
大
蔵
経
―

松　

永　

知　

海
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恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
こ
の
二
日
間
の
研
究
発
表
の
基

盤
に
は
こ
の
二
つ
の
叢
書
が
あ
る
。

　

石
川
琢
道
氏
の
一
連
の
研
究
に
も
あ
る
が
、
浄
土
宗
全
書
の
底
本

は
殆
ん
ど
近
世
の
刊
写
本
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
の
大
正
新
脩
大
蔵
経
（
以
下
、
大
正
蔵
）

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
『
大
正
蔵
』
正
蔵
55
巻
：
増
上
寺
所
蔵
の
高
麗
蔵
（
底
本
）・
宋
蔵

（
校
本
）・
元
蔵
（
校
本
）

　

山
内
の
明
萬
暦
蔵
（
現
在
酉
蓮
社
蔵
）	

（
配
布
資
料
1
）

　

第
1
校
合
所
：
芝
増
上
寺
閲
蔵
亭

　

編
纂
に
関
わ
っ
た
人
物
：
渡
邊
海
旭
師
・
望
月
信
亨
師
・
小
野
玄

妙
師
、
敦
煌
写
経
校
合
で
は
矢
吹
慶
輝
師
、
知
恩
院
其
他
天
平
写
経

校
合
で
は
藤
堂
祐
範
師
、
事
業
の
相
談
役
に
は
椎
尾
辨
匡
師
。

　

大
正
蔵
の
原
稿
本
：
頻
伽
蔵
経
（
一
九
一
一
～
一
九
一
四
）。

　

中
国
上
海
出
版
、
縮
刷
蔵
経
の
う
ち
、
日
本
撰
述
部
を
除
き
、
活

字
を
大
き
く
し
、
頭
注
を
省
い
た
。

　

頻
伽
藏
経
の
原
稿
本
：
縮
刷
蔵
経
（
一
八
八
一
～
一
八
八
五
）。

　

大
正
蔵
経
と
同
じ
く
増
上
寺
の
三
大
蔵
経
と
黄
檗
版
（
明
蔵
と
す

る
）。
時
の
御
法
主
の
福
田
行
誡
上
人
の
御
許
可
を
得
て
刊
行
で
あ

っ
た
と
い
う
。

　

＊
卍
版
大
蔵
経
：
日
本
校
訂
訓
点
大
蔵
経
と
も
い
い
、
法
然
院
に

所
蔵
さ
れ
る
建
仁
寺
蔵
高
麗
蔵
経
対
校
の
黄
檗
蔵
経
を
底
本
と
す
る
。

現
在
は
単
立
寺
院
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
近
代
に
出
版
さ
れ
た
大
蔵
経
は
、
い

ず
れ
も
浄
土
宗
寺
院
の
大
蔵
経
を
底
本
に
金
属
活
字
印
刷
さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
増
上
寺
三
大
蔵
経
は
、
徳
川
家
康
公

が
増
上
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑶
【
批
判
的
視
点
・
見
直
し
の
視
点
・
受
け
継
ぐ
べ
き
視
点
・
学
ぶ

べ
き
視
点
】

・
受
け
継
ぐ
べ
き
視
点
・
学
ぶ
べ
き
視
点

宝
物
・
什
物
：
整
理
〈
目
録
作
成
〉　

保
存
〈
補
完
〉　

公
開
〈
閲

覧
〉
→
継
承
と
〈
活
用
〉

　

目
録
：
増
上
寺
の
三
大
蔵
経
目
録
の
作
成
（『
縁
山
三
大
蔵
目

録
』）。（
麗
・
宋
・
元
蔵
経
）

　

基
本
は
宋
版
蔵
経
と
し
、
高
麗
蔵
経
の
函
号
は
罫
上
に
、
明
北
蔵

（
黄
檗
版
蔵
経
）
の
函
号
は
罫
下
に
書
き
、
元
版
蔵
経
を
含
め
異
な

る
も
の
は
注
記
す
る
方
法
を
と
り
、
実
質
的
に
は
四
本
の
目
録
と
な

り
、
相
互
活
用
の
便
を
図
っ
て
い
る
。

　

補
完
：『
蔵
本
補
闕
要
録
』（
増
上
寺
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
高
麗
蔵
経
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の
欠
本
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
寺
院
の
高
松
法
然
寺
（
松
平
頼
重
公
寄

進
）
と
忍
澂
上
人
が
行
っ
た
建
仁
寺
高
麗
蔵
と
法
然
院
所
蔵
の
黄
檗

蔵
経
を
対
校
し
た
蔵
経
と
の
三
本
を
も
っ
て
互
に
写
経
補
完
。
延
享

年
間
。

　

閲
覧
：『
蔵
経
之
式
條
』（
増
上
寺
蔵
）。（
金
山
正
好
『
増
上
寺
史

料
集　

別
巻
』
冊
子
に
翻
刻
所
収
。）

　

活
用
：

・
了
誉
撰
『
釈
浄
土
二
蔵
頌
義
』
三
十
巻
（
了
従
訂
正
、
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
に
刊
行
。
凡
例
五
則
の
第
三
則
に
、
記
す
。

一　

援
ず
る
所
の
経
論
字
句
の
異
同
、
種
々
一
な
ら
ず
。
南
北

二
蔵
も
亦
悉
く
同
な
ら
ず
。
今
正
し
く
麗
本
に
據
っ
て
以
て
校

讎
す
。

・『
観
仏
三
昧
海
経
』
全
十
巻
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
刊
。
増

上
寺
大
僧
正
智
堂
が
序
文
。
典
寿
の
識
語
に
明
本
（
黄
檗
版
）
と
高

麗
版
と
を
対
校
し
た
、
校
勘
録
を
載
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
大
蔵
経
の
活
用
の
淵
源
は
忍
澂
（
一
六
四
五
―
一
七
一

一
）
に
求
め
ら
れ
る
。

　

忍
澂
伝
に
よ
る
と
、『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
を
黄
檗
蔵
経
で
閲

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
文
意
の
通
じ
な
い
箇
所
が
あ
り
、
安
然
著
『
普

通
授
菩
薩
戒
広
釈
』
に
引
用
さ
れ
る
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
で
意

味
の
通
じ
る
善
本
の
大
蔵
経
の
必
要
性
を
強
く
願
い
、
最
終
的
に
建

仁
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
高
麗
蔵
経
と
廉
価
で
流
布
し
て
い
た
黄
檗

蔵
経
と
の
対
校
を
成
し
遂
げ
た
。
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
よ
り
七

年
（
一
七
一
〇
）
の
足
掛
け
５
年
に
わ
た
る
大
事
業
で
、
そ
の
際
に

は
建
仁
寺
に
出
向
い
て
行
っ
て
い
た
対
校
作
業
の
進
捗
状
況
を
み
て
、

近
衛
基
煕
公
（
一
六
四
八
―
一
七
二
二
）
に
働
き
か
け
て
一
度
に
五

十
函
を
法
然
院
に
借
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
対
校
の
際
に
高

麗
蔵
経
と
黄
檗
蔵
経
が
共
に
あ
る
も
の
は
、
黄
檗
蔵
経
の
余
白
に
朱

筆
で
書
き
込
み
し
、
著
し
く
相
違
す
る
も
の
や
経
題
は
同
じ
で
も
内

容
の
全
く
違
う
も
の
、
更
に
は
高
麗
蔵
経
に
あ
っ
て
黄
檗
蔵
経
に
は

入
蔵
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
新
続
入
蔵
経
と
し
て
写
経
し
補
完
し

た
。（『
獅
谷
法
然
院
所
蔵　

麗
蔵
対
校
黄
檗
版
大
蔵
経
並
新
続
入
蔵

経
目
録
』（
平
成
元
年
十
二
月
佛
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
刊
を
参

照
）

　

そ
の
中
で
、
特
筆
さ
れ
る
の
は
慧
琳
撰
『
一
切
経
音
義
』
の
刊
行

で
あ
っ
て
、
忍
澂
の
遺
志
を
継
い
だ
宝
洲
等
が
出
版
し
た
。
太
田
南

畝
（
一
七
四
九
―
一
八
二
三
）
に
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
法
然

院
蔵
版
を
そ
の
ま
ま
複
製
し
た
も
の
も
出
版
さ
れ
た
。（
詳
し
く
は

神
田
喜
一
郎
「
江
戸
時
代
の
学
僧
た
ち
」〈『
藝
林
談
叢
』
昭
和
五
十

六
年
九
月
法
蔵
館
刊
所
収
〉
法
然
院
版
に
は
、
高
麗
蔵
経
に
誤
り
と



─ 100 ─

判
断
し
た
箇
所
に
は
頭
注
し
て
指
摘
し
て
い
る
。）　　
　
　
　
　
　

　

幕
末
の
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）、
養
鸕
徹
定
（
一
八
一
四
―
一

八
九
一
）
は
増
上
寺
冠
誉
慧
厳
の
命
に
よ
り
対
校
録
の
出
版
事
業
を

再
開
し
て
い
た
法
然
院
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
忍
澂
の
対
校
蔵
経
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
南
都
の
古
刹
・
名
刹
を
訪
ね
た
こ
と
が
、

『
古
経
捜
索
録
』『
古
経
題
跋
』『
訳
場
列
位
』『
続
古
経
題
跋
』
等
の

成
果
と
な
っ
て
著
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
福
田
行
誡
（
一
八
〇

四
―
一
八
八
八
）
は
幕
末
の
世
の
中
の
安
泰
を
祈
る
た
め
、
文
久
二

年
（
一
八
六
二
）
伝
通
院
院
主
の
時
、
琳
瑞
（
無
能
寺
）
と
大
般
若

経
六
百
巻
を
木
活
字
印
刷
で
出
版
し
て
い
る
。
慶
応
二
年
（
一
八
六

六
）
二
月
三
百
部
を
完
成
さ
せ
た
と
あ
る
。
琳
瑞
が
勤
皇
僧
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
落
命
し
、
行
誡
は
頒
布
の
経
典
を
回
収
し
、
お
台
場
沖

で
施
餓
鬼
供
養
の
法
要
を
し
て
全
て
流
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
挫
折
が
、
後
に
縮
刷
版
蔵
経
出
版
の
際
に
、
増
上
寺
三
大
蔵
経

の
提
供
を
言
わ
れ
た
と
き
に
、
快
諾
し
、
さ
ら
に
蔵
経
書
院
を
芝
公

園
内
に
設
け
さ
せ
た
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
か
ら
、
継
ぐ
べ
き
点
・
学
ぶ
べ
き
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

　

第
1
に
は
、
忍
澂
の
大
蔵
経
の
対
校
事
業
と
そ
の
大
蔵
対
校
録
の

出
版
は
、
浄
土
宗
と
い
う
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、
広
く
仏
教
界
全
体

の
教
学
を
視
野
に
い
れ
て
、
浄
土
宗
典
の
基
盤
と
な
る
大
蔵
経
研
究

を
し
た
。

　

第
2
に
は
、
増
上
寺
の
三
大
蔵
経
を
例
に
と
っ
て
も
、
そ
の
保
管

は
い
う
に
及
ば
ず
、
目
録
を
整
備
し
て
公
刊
し
て
い
る
。

　

補
完
事
業
→
延
享
年
間
、
増
上
寺
知
蔵
職
に
あ
っ
た
隨
天
は
、
増

上
寺
と
法
然
寺
と
法
然
院
の
三
寺
院
の
高
麗
蔵
経
を
写
経
に
よ
り
補

完
し
て
い
る
。

　

第
3
に
は
、
大
蔵
経
の
活
用
面
。
増
上
寺
の
閲
覧
規
則
を
整
備
し

て
い
る
（
公
開
性
）。

　

第
4
に
は
、
忍
澂
に
学
ぶ
点
。
校
訂
・
校
正
し
た
の
で
は
な
く
、

対
校
し
た
と
い
う
点
（
そ
の
時
の
判
断
で
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と

い
う
価
値
判
断
を
せ
ず
に
、
頭
注
等
に
よ
り
コ
メ
ン
ト
す
る
姿
勢
）。

こ
の
姿
勢
は
、
縮
刷
蔵
経
・
卍
藏
経
・
大
正
蔵
経
等
の
現
在
の
標
準

と
な
っ
て
い
る
。

・
批
判
的
視
点
・
見
直
し
の
視
点

　

忍
澂
の
大
蔵
対
校
は
、
近
代
の
大
蔵
経
出
版
（
縮
刷
蔵
経
・
卍
蔵

経
・
大
正
蔵
経
）
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
基
本
的
な
考
え
方
で

あ
る
「
対
校
す
る
」
と
い
う
姿
勢
は
継
承
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
日

的
な
視
点
か
ら
は
、
や
は
り
二
蔵
だ
け
で
な
く
伝
来
の
明
か
な
刊

本
・
写
本
と
を
対
校
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
。
高
麗
蔵
経
と
黄
檗
蔵

経
の
対
校
と
い
う
視
点
に
戻
す
な
ら
ば
、
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第
一
に
は
、
異
体
字
・
別
体
字
の
処
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

（
則
天
文
字
な
ど
を
異
字
と
し
対
校
す
る
。『
近
代
の
大
蔵
経
と
浄
土

宗
―
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
―
』
秋
期
特
別
展
図
録
三
六
頁
。

二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）。

　

第
二
に
は
、
黄
檗
蔵
経
を
標
準
と
し
た
が
、
黄
檗
蔵
経
は
完
成
し

た
時
点
（
初
刷
）
と
忍
澂
の
購
入
し
た
時
点
（
元
禄
頃
）
と
そ
れ
以

降
で
は
、
必
ず
し
も
同
一
の
版
木
か
ら
摺
印
さ
れ
て
い
な
い
。

　

第
三
に
は
、『
縁
山
三
大
蔵
目
録
』
全
三
巻
で
は
、
表
面
上
紐
つ

け
し
て
あ
り
、
三
大
蔵
経
典
を
比
較
し
調
べ
ら
れ
る
が
、
内
容
に
踏

み
込
ん
で
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
那
先
比
丘
経
』
は
高
麗
本
二
巻
、

宋
版
・
元
版
・
明
版
は
三
巻
本
で
、「
問
難
比
丘
、
一
一
答
之
、
或

直
云
那
先
経
」（
中
巻
八
六
丁
オ
）
と
い
う
だ
け
で
、
内
容
的
に
ど

の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
を
記
し
て
い
な
い
。

と
い
う
、
三
点
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
現
在
も
仏
教
研
究
の
基
本
的
叢
書
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
大
正
蔵
経
に
は
個
々
の
経
典
研
究
者
か
ら
批
判
が
挙
げ

ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
見
の
総
括
と
し
て
次
の
一
文
が
あ

る
。『

大
正
蔵
』
は
極
め
て
質
の
高
い
優
れ
た
出
版
で
、
半
世
紀
以

上
経
っ
た
今
日
で
も
全
く
色
褪
せ
な
い
が
、
ど
ん
な
も
の
で
も

完
璧
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
、
句
読
の
付
け
方

に
不
適
切
な
点
が
多
い
こ
と
、
高
麗
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い

中
国
・
日
本
の
撰
述
書
に
つ
い
て
、
底
本
・
校
本
の
選
び
方
に

問
題
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
多
少
専
門
的
に
使
っ
た
人
で
あ
れ
ば

誰
で
も
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
国
際
性
を
考
え
れ

ば
、
日
本
撰
述
の
も
の
以
外
に
は
、
日
本
で
し
か
通
用
し
な
い

返
点
を
用
い
る
の
は
不
適
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
大
の

欠
点
は
、
逆
説
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
余
り
に
優
れ
て
い

て
、
再
検
討
す
る
気
を
研
究
者
に
起
さ
せ
な
か
っ
た
点
で
は
あ

る
ま
い
か
。
最
近
、
韓
国
な
ど
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
高

麗
版
と
対
照
し
て
み
る
と
、
誤
植
も
あ
る
し
、
単
な
る
誤
植
と

は
思
わ
れ
な
い
文
字
の
相
違
も
見
ら
れ
る
。
本
来
、
古
典
の
活

字
本
を
刊
行
し
た
ら
、
そ
れ
が
基
づ
い
て
い
る
古
版
本
や
写
本

を
写
真
版
で
刊
行
し
て
よ
り
一
層
の
研
究
を
進
め
る
の
が
常
識

で
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
誰
も
そ
れ
に
手
を
着
け
る
人
は

な
く
、
わ
ず
か
に
海
外
で
刊
行
さ
れ
た
高
麗
蔵
の
影
印
本
な
ど

で
渇
を
癒
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
写
本
・
刊
本
の
十
分

な
調
査
に
基
づ
く
一
大
影
印
叢
書
の
刊
行
が
望
ま
れ
る
が
、
残

念
な
が
ら
未
だ
機
が
熟
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
末
木
文
美

士
「
大
蔵
経
と
辞
典
の
編
纂
―
回
顧
と
展
望
―
」（『
名
著
通
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信
』
一
九
九
〇
年
五
月
号
三
頁
）

と
、
結
ん
で
い
る
。
ま
た
藤
枝
晃
氏
（
一
九
九
〇
年
七
月
七
日
朝
日

新
聞
夕
刊
）
も
異
口
同
音
に
大
正
蔵
経
の
標
準
性
と
と
も
に
、
新
た

な
大
蔵
経
の
刊
行
を
叫
ん
で
い
る
。

　

現
在
、
大
正
蔵
経
を
見
直
し
す
る
時
期
に
来
て
い
る
事
に
は
異
論

が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

⑷
【
こ
れ
か
ら
我
々
が
進
む
べ
き
方
向
】
を
考
え
る
手
が
か
り
に
す

る
。

　

末
木
氏
の
い
う
「
こ
の
機
は
」
今
、
熟
し
て
い
る
と
い
え
る
。
→

な
ぜ
か　

底
本
版
本
の
見
直
し
の
必
要
性
は
左
記
の
3
図
版
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
、
い
ず
れ
も
同
一
で
は
な
い
。

①	

『
黄
檗
版
大
蔵
経
展
―
そ
の
流
布
と
改
刻
―
』
摺
印
時
期
相
違
す

る
六
点
三
〇
例
。（
秋
期
特
別
展
図
録
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月
、

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）
後
水
尾
法
皇
下
賜
初
刷

正
明
寺
・
百
万
遍
知
恩
寺
・
碧
南
貞
照
院
・
小
松
谷
正
林
寺
・
大

正
大
学
・
佛
教
大
学
の
六
点
。

②	

『
高
麗
版
大
蔵
経
の
諸
相
』
摺
印
時
期
相
違
す
る
七
点
四
九
例
。

（
秋
期
特
別
展
図
録
。
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文

化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）
大
谷
大
学
・
建
仁
寺
（
現
存
四
六
一
帖
冊

の
う
ち
）・
妙
心
寺
（
建
仁
寺
本
を
書
写
）・
増
上
寺
・
相
国
寺
・

高
松
法
然
寺
・
泉
涌
寺
の
七
点
。

③	

『
明
・
萬
暦
版
大
蔵
経
の
諸
相
』
摺
印
時
期
相
違
す
る
一
〇
点
三

〇
例
。（
秋
期
特
別
展
図
録
。
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
佛
教
大
学

宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）
智
積
院
・
天
龍
寺
（
禅
文
研
寄

託
）・
黄
檗
山
萬
福
寺
・
黒
谷
青
龍
寺
・
東
京
大
学
・
龍
谷
大

学
・
知
恩
院
・
大
谷
大
学
・
大
正
大
学
・
嵯
峨
清
凉
寺
の
一
〇
点
。

　

＊	

大
正
蔵
経
の
稿
本
と
な
っ
た
酉
蓮
社
明
版
は
下
記
③
の
一
〇
点

と
は
相
違
す
る
箇
所
が
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
も
、
酉
蓮
社
蔵
本
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
必
要
性
が
あ
る
。

☆
影
印
の
高
麗
版
大
蔵
経
は
、
検
証
が
必
要
だ
と
い
う
点
。

①
影
印
高
麗
大
蔵
経
に
は
二
本
あ
る
。

Ａ　

東
国
大
学
本　

全
四
八
巻
、
一
九
六
〇
年
代
印
刷
と
い
う
。

（
馬
場
久
幸
著
『
日
韓
交
流
と
高
麗
版
大
蔵
経
』
二
八
一
頁
～
、
二

〇
一
六
年
二
月
、
法
蔵
館
刊
）。

　

東
国
大
学
所
蔵
本
を
底
本
。
欠
字
に
つ
い
て
手
写
と
活
字
で
訂
正

す
る
（
同
、
馬
場
三
〇
一
頁
）。

Ｂ　

東
洋
仏
典
協
会
本　

ソ
ウ
ル
大
学
校
本
を
底
本
。
欠
字
は
全
て

手
写
で
訂
正
し
、
一
切
経
音
義
以
降
の
補
遺
一
六
部
二
三
六
巻
と
大

蔵
目
録
三
巻
が
未
収
録
で
あ
る
。（
同
、
馬
場
三
〇
一
頁
）
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・
影
印
と
は
い
い
な
が
ら
、
両
本
と
も
に
そ
の
摺
印
時
期
が
近
代

で
あ
り
、
版
木
の
損
傷
や
埋
め
木
部
分
の
欠
落
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の

部
分
は
金
属
活
字
に
よ
り
補
完
さ
れ
て
い
る
。

　

・
加
筆
と
思
わ
れ
る
個
所
が
あ
る
。

例
1
：『
那
先
比
丘
経
』
巻
下
、
第
五
丁
二
行
一
字
目

「
知
」

↔

「
如
」	

（
配
布
資
料
2
）

例
2
：	『
那
先
比
丘
経
』
巻
下
、
第
六
丁
九
行
一
字
目

「
亡
」

↔

「
立
」

　

・
脱
行
が
あ
る
。

例
3	

：『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
第
三
巻
・
第
四
巻
の
脱
行

東
国
大
学
本
１
行
欠
：
第
三
巻
一
八
丁
一
行

「
或
一
菩
薩
多
佛
化　

或
多
菩
薩
一
佛
化
」

例
4	

：『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
第
四
巻
の
脱
行

東
洋
仏
典
研
究
会
本
１
行
欠
：
第
四
巻
二
丁
二
三
行

「
在
者
真
実
語
者
無
二
語
者
是
知
道
者
」

　

・
脱
字
が
あ
り
、
金
属
活
字
に
よ
り
補
っ
て
い
る
が
、
そ
の
依
所

底
本
は
推
定
の
域
。

例
5
：	『
高
麗
版
大
蔵
経
の
諸
相
』（
秋
期
特
別
展
図
録
。
二
〇
一
二

年
一
〇
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）
四
九

例
。

☆
大
正
蔵
は
高
麗
版
大
蔵
経
だ
と
い
い
な
が
ら
、
検
証
が
必
要
だ
と

い
う
こ
と
。

　

・
大
正
蔵
経
に
欠
巻
が
あ
る
。（
9
巻
分
）

例
6
：『
大
乗
中
観
釈
論
』
全
十
八
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
上
寺
高
麗
蔵
経
は
十
八
巻
あ
る
が
、
大
正
蔵
経
に
は
第
一

巻
か
ら
第
九
巻
ま
で
し
か
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
縮
刷
蔵
経
の
稿
本
は
黄
檗
蔵
経
で
、
そ
の
黄
檗
蔵
経

に
は
第
十
巻
以
降
の
九
巻
分
は
無
く
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
入
蔵
さ

れ
ず
、
そ
の
ま
ま
頻
伽
蔵
経
に
踏
襲
さ
れ
、
大
正
蔵
経
の
原
稿
本
と

し
て
頻
伽
蔵
経
が
使
用
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

『
近
代
の
大
蔵
経
と
浄
土
宗
―
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
―
』（
秋

期
特
別
展
図
録
一
〇
～
一
二
頁
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
佛
教
大
学

宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）。

　

・
大
正
蔵
経
に
乱
丁
が
あ
る
。

例
7
：『
那
先
比
丘
経
』
全
二
巻
の
下
巻

大
正
蔵
経
に
は
高
麗
蔵
経
底
本
の
二
巻
本
の
下
巻
で
、
高
麗

蔵
経
と
対
照
す
る
と
文
章
が
前
後
し
て
い
る
。
そ
れ
は
高
麗

蔵
第
一
八
丁
と
第
一
九
丁
で
、
第
一
九
丁
の
後
に
第
一
八
丁

の
本
文
が
入
っ
て
い
る
。	

（
配
布
資
料
3
）

『
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
』（
平
成
二
十
六
年
度
秋
期
特
別
展
関
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連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
頁
に
方
廣
錩
氏
は
「
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
に
よ
っ

て
」（
二
〇
一
四
年
十
一
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

刊
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
縮
刷
蔵
経
の
時
点
で
こ
の
入
れ
替
え

乱
丁
は
起
こ
っ
て
お
り
、
頻
伽
蔵
経
も
踏
襲
し
、
大
正
蔵
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
。

　

・
文
字
の
統
一
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』

十
四

例
8
：	

則
天
文
字
等
の
異
体
字
に
つ
い
て
、
統
一
さ
れ
読
み
易
く
は

な
っ
て
い
る
。
反
面
読
み
易
く
な
っ
て
い
る
分
、
欠
筆
等
の

原
本
の
特
徴
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

『
近
代
の
大
蔵
経
と
浄
土
宗
―
縮
刷
蔵
経
か
ら
大
正
蔵
経
へ
―
』（
秋

期
特
別
展
図
録
13
頁
。
二
〇
一
六
年
十
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
）。

☆
大
正
蔵
の
長
所
と
し
て
、
金
属
活
字
で
、
文
字
の
統
一
が
図
ら
れ
、

読
み
易
く
な
っ
て
い
る
が
、
逆
に
テ
キ
ス
ト
の
も
つ
特
徴
が
失
わ
れ

て
い
る
点
も
あ
る
。（
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
に
使
用
さ
れ
る
則
天
文

字
な
ど
。）

☆
大
正
蔵
経
の
欠
点
で
は
な
い
が
、
原
本
を
確
認
し
な
い
と
大
正
蔵

が
校
正
ミ
ス
を
犯
し
た
と
い
う
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
大
き
い
箇
所
。

例
9
：『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
巻
二
、
一
丁
ウ
、
十
行
六
～
九
字
目

明
萬
暦
版
の
十
本
（
智
積
院
本
・
花
園
大
学
内
禅
文
化
研
究

所
本
・
黄
檗
山
萬
福
寺
本
・
黒
谷
青
龍
寺
本
・
東
京
大
学
図

書
館
本
・
龍
谷
大
学
図
書
館
本
・
総
本
山
知
恩
院
本
・
大
谷

大
学
図
書
館
本
・
大
正
大
学
図
書
館
本
・
嵯
峨
清
凉
寺
本
）

に
は
、
い
ず
れ
も
四
字
分
空
白
で
あ
る
が
、
大
正
蔵
経
の
底

本
と
し
た
酉
蓮
社
本
だ
け
は
「
出
生
及
成
」
と
い
う
四
字
が

入
っ
て
い
る
。	

（
配
布
資
料
4
）

（『
明
・
萬
暦
版
大
蔵
経
の
諸
相
』
秋
期
特
別
展
図
録
四
六
～

四
八
頁
、
九
八
頁
。
二
〇
一
三
年
十
月
、
佛
教
大
学
宗
教
文

化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
刊
。
因
み
に
東
京
大
学
蔵
明
萬
暦
版
は
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
と
し
て
ネ
ッ
ト
上
で
も
閲
覧
が
可
能
で
、

四
字
の
分
の
空
白
を
確
認
で
き
る
。）

　

上
記
は
、
大
正
蔵
正
蔵
五
十
五
巻
と
い
う
大
叢
書
を
対
象
に
し
た
、

針
の
穴
ほ
ど
の
指
摘
で
は
あ
る
が
、
今
後
、
金
属
活
字
で
の
冊
子
本

や
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
で
の
研
究
の
段
階
か
ら
、
版
本
や
写
経
を
通

し
た
原
典
・
原
本
研
究
の
段
階
へ
と
ま
す
ま
す
研
究
環
境
が
加
速
さ

れ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑸
【
お
わ
り
に
】
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影
印
本
に
は
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
社
会
的
イ
ン
フ

ラ
が
整
備
さ
れ
て
き
た
と
い
う
二
点
の
理
由
に
よ
り
、
写
真
を
撮
り

（
影
印
本
を
冊
子
本
と
し
て
出
版
す
る
の
で
は
な
く
）
デ
ジ
タ
ル
ア

ー
カ
イ
ブ
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
で
、
大
本
山
増
上
寺
を
中
心
に
浄

土
宗
が
も
う
一
度
一
宗
を
挙
げ
て
三
度
目
の
大
蔵
経
と
し
て
デ
ジ
タ

ル
大
蔵
経
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
の
仏
教
学
会
に
貢
献
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
研
究
者
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
と
な
る

も
の
と
、
確
信
す
る
。	

以
上
。

＊
な
お
、『
那
先
比
丘
経
』
下
巻
の
前
後
乱
丁
に
つ
い
て
は
、
方
廣
錩
「
大
正

新
脩
大
蔵
経
評
述
」（『
随
縁
做
去
直
道
行
之
』
七
七
頁
、
二
〇
一
一
年
十
一

月
刊
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

平
成
二
九
年
は
徳
本
行
者
（
以
下
敬
称
等
を
略
す
）
の
二
〇
〇
回

忌
で
あ
る
。
筆
者
の
研
究
対
象
は
檀
林
を
は
じ
め
と
す
る
官
寺
官
僧

が
中
心
で
あ
り
、
念
仏
聖
の
代
表
で
あ
る
徳
本
に
あ
ま
り
関
心
を
抱

い
て
こ
な
か
っ
た
が
、
自
坊
が
あ
る
千
葉
県
館
山
市
内
の
寺
院
に
徳

本
名
号
石
塔
を
確
認
し
て
か
ら
、
千
葉
県
内
に
ど
の
く
ら
い
徳
本
名

号
石
塔
が
あ
る
の
か
調
査
を
始
め
た
。
徳
本
名
号
石
塔
は
全
国
に
は

千
基
、
あ
る
い
は
二
千
基
あ
る
と
い
わ
れ）

1
（

、
和
歌
山
県
）
（
（

や
松
本
市
）
（
（

な

ど
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
千
葉
県
内
で
は
こ
れ
ま
で

市
町
村
単
位
で
行
っ
た
石
造
文
化
財
の
悉
皆
調
査
の
中
で
徳
本
名
号

石
塔
に
言
及
し
た
も
の
や
一
部
地
域
の
徳
本
名
号
石
塔
を
調
査
し
た

研
究
は
あ
る
が
、
県
内
で
ど
の
く
ら
い
石
塔
が
あ
る
の
か
見
通
し
た

研
究
は
な
い
よ
う
で
あ
る）

（
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
徳
本
の
千
葉
県
で
行

っ
た
布
教
と
そ
の
影
響
と
し
て
の
石
塔
造
立
を
検
討
し
た
い
。

徳
本
の
千
葉
県
巡
化

　

徳
本
（
一
七
五
八
―
一
八
一
八
）
が
千
葉
県
に
初
め
て
来
た
の
は
、

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
一
一
月
に
伝
通
院
で
伝
法
を
受
け
る
た
め

江
戸
へ
下
向
し
、
翌
年
日
光
を
参
詣
し
た
帰
り
に
小
金
（
松
戸
市
）

東
漸
寺
を
訪
問
し
た
時
で
あ
る
が）

（
（

、
貫
首
の
宣
契
と
面
会
す
る
た
め

で
あ
り
布
教
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
再
び
徳
本
が
江
戸
へ
下
向
し
た

の
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
六
月
一
二
日
で
、
文
化
一
五
年
一

〇
月
六
日
に
往
生
す
る
ま
で
江
戸
で
教
化
す
る
か
た
わ
ら
、
府
外
教

化
を
八
回
行
っ
て
い
る
。
徳
本
が
府
外
教
化
に
費
や
し
た
日
数
は
江

戸
下
向
か
ら
往
生
ま
で
の
三
分
の
一
に
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
千
葉
県
で

は
文
化
一
二
年
か
ら
同
一
四
年
に
か
け
て
、
四
回
に
わ
た
っ
て
の
べ

約
百
日
間
の
教
化
を
行
っ
て
い
る）

（
（

。

　

一
回
目
の
巡
化
は
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
五
月
二
七
日
か
ら

二
九
日
ま
で
の
三
日
間
、
行
徳
（
市
川
市
）
源
心
寺
の
請
待
に
よ
る

千
葉
県
に
お
け
る
徳
本
行
者
の
巡
化
と
そ
の
影
響

石　

川　

達　

也
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化
益
で
あ
る
が
、『
関
東
摂
化
蓮
華
勝
会
』
に
よ
る
と
、

源
心
寺
よ
り
請
待
に
て
参
り
、
彼
地
に
お
ゐ
て
三
日
之
間
化
益

有
之
、
晦
日
に
帰
庵
也）

（
（

と
あ
る
の
み
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
教
化
が
行
わ
れ
た
か
分
か
ら

な
い
。
た
だ
源
心
寺
に
は
同
年
一
一
月
に
建
立
さ
れ
た
徳
本
名
号
石

塔
が
あ
る
。
当
時
の
住
職
は
一
四
世
瑞
誉
春
興
で
あ
り
、
台
石
に

「
講
中
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
念
仏
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　

千
葉
県
内
で
文
化
一
二
年
に
建
立
さ
れ
た
石
塔
は
、
源
心
寺
と
木

下
街
道
沿
い
に
あ
る
白
井
第
一
小
学
校
前
の
石
塔
の
二
基
で
あ
る
。

白
井
第
一
小
学
校
前
の
石
塔
は
源
心
寺
の
石
塔
よ
り
古
く
五
月
に
建

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
千
葉
県
内
で
最
古
の
石
塔

で
あ
る
。
こ
の
石
塔
の
台
石
に
は
白
井
市
を
は
じ
め
、
周
辺
の
船
橋

市
、
柏
市
、
鎌
ヶ
谷
市
の
三
六
の
念
仏
講
が
刻
ま
れ
て
お
り）

（
（

、
周
辺

地
域
の
念
仏
講
が
共
同
で
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
翌
年
の

下
総
浄
福
寺
・
浄
国
寺
化
益
の
際
に
、
徳
本
は
こ
の
石
塔
を
開
眼
し

て
い
る
。『
化
益
略
日
記
』
に
よ
る
と
石
塔
に
は
瓦
葺
の
覆
い
が
あ

り
、
霊
験
を
蒙
る
人
が
多
か
っ
た
た
め
、
香
華
が
い
つ
も
備
え
ら
れ
、

徳
本
を
崇
敬
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う）

（
（

。

　

二
回
目
の
巡
化
は
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
二
月
一
七
日
か
ら

三
月
七
日
ま
で
の
二
一
日
間
、
下
小
堀
（
香
取
市
）
浄
福
寺
・
銚
子

浄
国
寺
化
益
で
あ
る
が
、『
関
東
摂
化
蓮
花
勝
会
』
に
「
此
中
之
化

益
莫
大
之
事
、
別
記
有
之
）
10
（

」
と
あ
る
よ
う
に
こ
の
巡
化
が
大
成
功
だ

っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。「
別
記
」
と
は
『
化
益
略
日
記
』
の
こ
と
で

あ
り
、
浄
国
寺
の
記
録
『
請
待
日
記
』
も
あ
り
、
請
待
す
る
側
と
さ

れ
る
側
の
資
料
を
比
較
で
き
る
。
今
回
の
巡
化
は
も
と
も
と
浄
福
寺

の
請
待
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
浄
福
寺
住
職
の
秀
誉
順
教
は
、
米
沢

藩
上
杉
家
家
臣
の
出
身
で
、
浄
福
寺
の
住
職
に
な
っ
た
後
、
勝
尾
寺

松
林
庵
に
い
た
徳
本
の
弟
子
と
な
り
、
徳
明
と
い
う
法
名
が
授
け
ら

れ
た）

11
（

。
文
化
九
年
の
徳
本
の
動
向
を
伝
え
る
『
紀
陽
日
記
』
に
も
順

教
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

。
こ
の
よ
う
に
順
教
は
江
戸

下
向
以
前
の
徳
本
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
徳
本
を
請
待
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
浄
国
寺
は
徳
本
が
浄
福
寺
へ
巡
化

す
る
こ
と
を
知
り
、
二
月
一
日
に
使
者
を
送
り
、
六
日
に
伝
通
院
で

銚
子
請
待
を
願
い
出
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
五

日
に
浄
国
寺
住
職
自
ら
田
中
玄
蕃
名
代
の
忠
右
衛
門
と
と
も
に
出
府

し
た
。
浄
国
寺
住
職
の
専
誉
智
燈
は
深
川
霊
巌
寺
学
頭
か
ら
浄
国
寺

住
職
と
な
り
、
徳
本
の
弟
子
と
な
り
徳
鎧
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ

た
）
1（
（

。
た
だ
最
初
は
そ
れ
ほ
ど
徳
本
に
帰
依
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で）

1（
（

、

徳
本
の
銚
子
来
訪
を
強
く
希
望
し
た
の
は
田
中
玄
蕃
だ
っ
た
と
思
わ



─ 11（ ─

れ
る
。
田
中
家
は
ヒ
ゲ
タ
醤
油
の
創
業
家
で
あ
り
、
十
代
目
田
中
玄

蕃
は
『
玄
蕃
日
記
』
を
残
し
た
文
化
人
で
、
銚
子
の
千
人
塚
に
石
塔

を
建
て
る
た
め
、
文
化
一
二
年
八
月
に
大
字
名
号
を
授
与
さ
れ
て
い

た
）
1（
（

。
千
人
塚
は
利
根
川
の
河
口
に
あ
り
、
そ
こ
は
海
難
事
故
が
多
く

発
生
す
る
難
所
と
し
て
知
ら
れ
、
徳
本
を
請
待
し
た
の
は
溺
死
者
の

供
養
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
二
月
一
七
日
徳
本
一
行
は
小
石
川
伝

通
院
内
の
大
仏
堂
（
清
浄
心
院
）
を
出
立
し
、
源
心
寺
で
石
塔
開
眼

を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
文
政
一
二
年
一
一
月
に
建
立
さ
れ

た
石
塔
で
あ
る
。
こ
の
日
源
心
寺
に
到
着
し
た
浄
国
寺
住
職
は
銚
子

請
待
を
再
度
願
い
出
た
と
こ
ろ
聞
き
届
け
ら
れ
、
徳
本
に
面
会
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
一
八
日
徳
本
一
行
は
行
徳
を
出
立
し
、
長
殿
村

（
白
井
市
）
で
石
塔
開
眼
を
し
て
い
る
。
こ
れ
も
先
述
し
た
白
井
第

一
小
学
校
前
の
石
塔
で
あ
る
。
そ
の
日
は
木
下
（
印
西
市
）
で
、
一

九
日
は
大
戸
川
（
香
取
市
）
の
浄
土
寺
で
泊
ま
り
、
二
〇
日
に
下
小

堀
浄
福
寺
に
到
着
し
た
。
浄
福
寺
で
は
早
速
二
座
の
化
益
を
行
い
、

十
念
を
乞
う
も
の
、
日
課
誓
約
を
受
け
る
も
の
、
剃
度
を
受
け
る
も

の
な
ど
参
詣
者
が
多
く
集
ま
っ
た
。
二
一
日
か
ら
二
四
日
ま
で
は
三

座
の
化
益
を
行
っ
た
。
二
五
日
は
鹿
島
神
宮
を
参
詣
し
、
二
六
日
に

浄
国
寺
に
到
着
し
た
。
二
七
日
と
二
八
日
は
三
座
の
化
益
で
、
二
九

日
は
千
人
塚
の
石
塔
を
開
眼
し
、
浄
国
寺
に
戻
り
二
座
の
化
益
を
行

っ
た
。
三
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
大
鹿
（
取
手
市
）
弘
経
寺
で
化
益

を
行
い
、
七
日
に
伝
通
院
内
大
仏
堂
に
帰
っ
た
。
銚
子
で
は
徳
本
の

巡
化
に
よ
っ
て
念
仏
講
の
講
員
が
一
一
六
〇
人
に
な
り
、
講
は
三
〇

組
結
成
さ
れ
た
。
講
の
本
尊
と
し
て
徳
本
の
名
号
を
手
に
入
れ
る
た

め
、
浄
国
寺
住
職
は
信
州
化
益
に
赴
い
て
い
た
徳
本
の
も
と
に
行
き
、

同
年
六
月
五
日
に
長
沼
（
長
野
市
）
善
導
寺
で
名
号
を
二
二
枚
授
与

さ
れ
た）

1（
（

。
そ
の
内
の
一
枚
は
浄
国
寺
の
石
塔
用
で
同
年
一
〇
月
に
石

塔
を
建
立
し
た
。
ま
た
田
中
玄
蕃
家
で
は
百
万
遍
念
仏
が
し
ば
し
ば

行
わ
れ
、
明
治
期
頃
ま
で
継
承
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る）

1（
（

。

　

三
回
目
の
巡
化
は
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
一
月
二
三
日
か
ら

四
月
二
日
ま
で
の
下
総
・
上
野
・
下
野
化
益
の
中
で
、
二
月
一
日
か

ら
三
日
ま
で
の
三
日
間
、
関
宿
（
野
田
市
）
大
龍
寺
で
化
益
を
行
っ

た
。
そ
の
時
小
幅
名
号
を
七
〇
八
〇
枚
授
与
し
、
日
課
誓
約
を
し
た

の
は
六
万
遍
が
九
六
人
、
五
万
遍
が
二
二
人
、
三
万
遍
が
一
人
、
一

万
遍
が
六
八
人
、
千
遍
が
三
二
六
人
、
百
遍
が
七
〇
四
〇
人
で
）
1（
（

、
講

中
に
授
与
し
た
名
号
は
小
幅
名
号
が
七
幅
、
中
幅
名
号
が
二
幅
、
大

幅
名
号
が
四
幅
だ
っ
た）

1（
（

。

　

四
回
目
の
巡
化
は
文
化
一
四
年
七
月
一
七
日
か
ら
一
〇
月
一
〇
日

ま
で
の
八
二
日
間
で
、
二
回
目
の
主
な
布
教
先
が
浄
福
寺
と
浄
国
寺

だ
っ
た
の
に
対
し
、
今
回
は
佐
原
法
界
寺
・
木
戸
光
泉
寺
・
鏑
木
光
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明
寺
が
追
加
さ
れ
た
。
徳
本
一
行
は
七
月
一
七
日
に
小
石
川
を
出
立

し
、
一
九
日
に
下
小
堀
浄
福
寺
に
到
着
し
た
。
浄
福
寺
で
は
七
月
二

〇
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
教
化
を
行
っ
た
。
七
日
は
三
ノ
分
目
村
・

善
雄
寺
・
一
ノ
分
目
本
的
宅
・
大
倉
村
で
石
塔
開
眼
を
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
三
ノ
分
目
村
（
円
福
寺
）・
善
雄
寺
・
大
倉
村
の
石
塔
は

現
存
し
て
お
り
、
石
塔
の
銘
文
か
ら
三
ノ
分
目
村
と
善
雄
寺
は
開
眼

に
合
わ
せ
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る）

（0
（

。
法
界
寺
で
は
八
日
か
ら

九
日
ま
で
教
化
を
行
っ
た
。
一
〇
日
に
浄
福
寺
へ
戻
り
、
一
一
日
か

ら
一
五
日
ま
で
浄
福
寺
で
勧
化
が
行
わ
れ
た
。
一
三
日
に
小
見
川
大

根
塚
の
石
塔
開
眼
を
し
て
い
る
が
、
大
根
塚
の
石
塔
に
は
文
化
一
三

年
閏
八
月
一
五
日
に
建
立
さ
れ
た
旨
が
刻
ま
れ
て
い
る）

（1
（

。
一
七
日
か

ら
一
九
日
ま
で
銚
子
浄
国
寺
で
教
化
を
行
い
、
二
〇
日
に
は
浄
国
寺

境
内
の
名
号
石
塔
を
開
眼
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
文
化
一
三

年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
二
日
か
ら
二
四
日
ま
で
木
戸
光

泉
寺
で
教
化
を
行
い
、
二
六
日
か
ら
二
八
日
ま
で
鏑
木
光
明
寺
で
教

化
を
行
っ
て
い
る
。
三
〇
日
か
ら
一
〇
月
六
日
ま
で
浄
福
寺
で
教
化

を
行
な
い
、
九
月
一
日
に
小
堤
村
の
石
塔
、
一
九
日
に
下
飯
田
の
石

塔
（
香
取
市
西
音
寺
に
現
存
）、
二
〇
日
に
押
砂
村
の
石
塔
、
二
二

日
に
米
井
の
石
塔
（
香
取
市
米
野
井
に
現
存
）、
二
六
日
に
銚
子
外

川
浦
の
石
塔
（
大
正
五
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
が
現
存
）
を
そ
れ
ぞ

れ
開
眼
し
て
い
る
が
、
徳
本
が
現
地
へ
出
向
く
こ
と
な
く
石
塔
を
浄

福
寺
に
持
ち
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
〇
月
七
日
に
浄
福
寺
に
出
発

し
、
一
〇
日
に
江
戸
一
行
院
に
到
着
し
た
。
今
回
の
下
総
巡
化
で
日

課
誓
約
を
し
た
の
は
六
万
遍
が
三
八
七
人
、
五
万
遍
が
一
三
三
人
、

三
万
遍
が
一
三
〇
人
、
一
万
遍
が
二
三
九
人
、
千
遍
が
二
二
七
五
人
、

百
遍
が
三
二
九
六
五
人
で
、
剃
度
作
法
を
受
け
た
の
は
二
三
二
七
人
、

講
中
に
授
与
し
た
名
号
は
小
幅
名
号
が
九
幅
、
中
幅
名
号
が
一
五
幅
、

大
幅
名
号
が
八
三
幅
に
の
ぼ
っ
た
。

徳
本
巡
化
の
影
響

　

次
に
千
葉
県
内
で
建
て
ら
れ
た
徳
本
名
号
石
塔
か
ら
徳
本
巡
化
の

影
響
を
み
て
い
き
た
い
。
別
表
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
資
料
等
で
確
認

し
た
石
塔
は
八
一
基
で
あ
る
。『
名
号
石
記
）
（（
（

』
に
記
載
さ
れ
た
千
葉

県
内
の
石
塔
は
二
八
基
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
七
基
を
確
認
で
き

た
。
年
代
の
わ
か
る
五
九
基
の
う
ち
、
徳
本
が
亡
く
な
る
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
石
塔
が
二
六
基
（
四
四
％
）、
没

後
一
〇
年
の
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
石
塔

は
二
七
基
（
四
六
％
）、
そ
れ
以
降
は
六
基
（
一
〇
％
）
で
、
徳
本

没
後
一
〇
年
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
石
塔
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
石

塔
の
分
布
を
み
る
と
、
石
塔
は
徳
本
が
巡
化
し
た
行
徳
・
白
井
・
関
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宿
や
東
総
地
域
に
固
ま
っ
て
分
布
し
て
い
る
ほ
か
、
徳
本
が
訪
れ
て

い
な
い
富
津
や
市
原
に
も
石
塔
が
数
多
く
建
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
富
津
市
金
谷
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。『
講
中
名
号
記
』

に
よ
る
と
、
文
化
一
三
年
七
月
以
降
に
天
羽
郡
金
谷
村
久
保
の
三
つ

の
講）

（（
（

・
金
谷
村
新
町
の
講）

（（
（

・
金
谷
岡
組
・
同
嶋
戸
倉
の
講）

（（
（

に
小
幅
名

号
が
、
金
谷
田
尻
宿
の
講
に
中
幅
名
号
が
授
与
さ
れ
、
文
化
一
四
年

正
月
以
降
に
金
谷
風
来
坂
の
講
に
小
幅
名
号
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

岡
組
と
嶋
戸
倉
の
講
の
世
話
人
に
は
当
時
本
覚
寺
の
住
職
だ
っ
た
大

全
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。
本
覚
寺
に
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に

建
立
さ
れ
た
石
塔
が
あ
り
、
田
尻
・
中
町
・
新
町
・
久
保
・
荒
戸
・

中
台
・
岡
台
・
嶋
戸
倉
・
風
木
坂
の
地
名
が
彫
ら
れ
、
そ
の
地
区
に

念
仏
講
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
本
覚
寺
に
は
二
四
世
明
誉

大
音
と
二
五
世
説
誉
大
全
の
墓
石
に
徳
本
の
名
号
が
彫
ら
れ
、
本
覚

寺
の
僧
俗
が
共
に
徳
本
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
論
じ
た
よ
う
に
徳
本
の
巡
化
に
よ
っ
て
千
葉
県
内
の
念

仏
講
は
爆
発
的
に
増
加
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
信
仰
の
記
念
碑
と
い
え

る
名
号
石
塔
も
徳
本
の
巡
化
か
ら
数
年
の
う
ち
に
建
立
さ
れ
た
。
ま

た
石
塔
の
造
立
は
徳
本
が
訪
れ
て
い
な
い
地
域
に
も
及
ん
で
お
り
、

徳
本
に
対
す
る
信
仰
が
千
葉
県
内
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

徳
本
名
号
石
塔
の
調
査
に
際
し
、
多
く
の
助
言
を
賜
り
ま
し
た
早
川

正
司
・
福
本
忠
義
・
稲
木
章
宏
・
布
施
慶
子
の
各
氏
、
本
覚
寺
・
来

迎
寺
・
善
雄
寺
・
浄
福
寺
・
正
源
寺
・
蓮
台
寺
・
浄
蓮
寺
・
浄
国
寺

等
の
諸
寺
院
に
は
紙
面
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

1
市
川
市
源
心
寺

文
化
1（
年

1（1（

　

　

（
松
戸
市
東
漸
寺

文
政
元
年

1（1（

⑸

　

（
松
戸
市
松
龍
寺

文
政
（
年

1（1（

⑸

　

（
松
戸
市
八
柱
霊
園
無
縁
墓
地

文
政
（
年

1（（0

⑼

　

（
流
山
市
光
照
寺

文
政
元
年

1（1（

⑻

　

（
流
山
市
長
流
寺

文
政
10
年

1（（（

⑻

　

（
野
田
市
大
龍
寺

　

　

　

　

（
柏
市
高
柳

文
化
1（
年

1（1（

⒀

　

（
柏
市
南
龍
寺

文
政
（
年

1（1（

⒂

　

10
柏
市
医
王
寺

文
政
（
年

1（（（

⑿

　

11
白
井
市
第
一
小
前

文
化
1（
年

1（1（

⑺

　

1（
八
千
代
市
貞
福
寺

文
政
（
年

1（（（

⑹

　

千
葉
県
内
徳
本
名
号
石
塔
一
覧）

（（
（
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所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

1（
印
西
市
六
軒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

天
保
（
年

1（（（

⑾

　

1（
我
孫
子
市
勝
蔵
院

文
政
（
年

1（1（

⑷

　

1（
香
取
市
下
小
堀
浄
福
寺

文
化
1（
年

1（1（

⒇

○

1（
香
取
市
小
見
川
大
根
塚
琴
平
神
社

文
化
1（
年

1（1（

�

○

1（
香
取
市
善
雄
寺

文
化
1（
年

1（1（

⒇

○

1（
香
取
市
円
福
寺

文
化
1（
年

1（1（

⒇

○

1（
香
取
市
西
音
寺

文
化
1（
年

1（1（

�

○

（0
香
取
市
磯
山
願
海
寺

文
化
1（
年

1（1（

⒃

○

（1
香
取
市
大
倉
船
越
地
蔵
堂

文
化
1（
年

1（1（

⒃

○

（（
香
取
市
米
野
井
墓
地

文
化
1（
年
1（1（

　

○

（（
香
取
市
西
関
戸
子
育
地
蔵
尊
裏
墓
地

文
化
1（
年

1（1（

⒃

○

（（
香
取
市
川
頭
青
年
館

文
化
1（
年

1（1（

�

○

（（
香
取
市
阿
玉
川
華
蔵
院

文
化
1（
年

1（1（
�

○

（（
香
取
市
延
命
院

文
化
1（
年

1（1（
�

　

（（
香
取
市
山
倉
応
福
寺

文
政
（
年

1（（0

⒅

　

（（
香
取
市
扇
島
長
泉
寺

文
政
11
年

1（（（

⒃

○

（（
香
取
市
道
慶
寺

　

　

⒇

　

（0
香
取
市
浄
福
寺
歴
代
墓
地

　

　

　

（1
銚
子
市
千
人
塚

　

　

⒄

○

（（
銚
子
市
浄
国
寺

文
化
1（
年

1（1（

⒄

○

（（
銚
子
市
高
神
共
同
墓
所

文
政
（
年

1（（0

⒄

　

（（
銚
子
市
外
川
共
同
墓
所

大
正
（
年

1（1（

⒄

○

所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

（（
銚
子
市
安
秦
家
屋
敷
内

　

　

⒄

　

（（
銚
子
市
円
福
寺　

田
中
玄
蕃
墓

　

　

⒄

　

（（
旭
市
光
明
寺

文
化
1（
年

1（1（

　

○

（（
匝
瑳
市
東
谷
安
養
寺

文
政
元
年

1（1（

⑽

　

（（
匝
瑳
市
春
海
無
量
院

文
化
1（
年

1（1（

⑽

　

（0
匝
瑳
市
吉
崎
薬
王
院
跡

文
政
（
年

1（1（

⑽

　

（1
匝
瑳
市
平
木
円
蔵
寺

文
政
（
年

1（（（

⑽

　

（（
横
芝
光
町
光
泉
寺

文
政
元
年

1（1（

�

○

（（
横
芝
光
町
水
神
宮

　

　

�

　

（（
山
武
市
蓮
光
寺

文
政
元
年

1（1（

�

　

（（
山
武
市
極
楽
寺

文
政
1（
年

1（（（

⒄

　

（（
い
す
み
市
円
蔵
律
寺

　

　

　

　

（（
市
原
市
宝
林
寺

文
政
元
年

1（1（

⑴

　

（（
市
原
市
宝
林
寺

文
政
（
年

1（1（

⑴

　

（（
市
原
市
平
蔵
西
願
寺

文
政
（
年

1（（（

⑴

　

（0
市
原
市
金
蔵
院

文
政
（
年

1（（（

⑴

　

（1
市
原
市
福
円
寺

文
久
（
年

1（（（

�

　

（（
市
原
市
奉
免
、
宮
の
下
の
行
屋

慶
応
（
年

1（（（

⒆

　

（（
市
原
市
田
淵
会
館

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
月
崎
の
公
民
館

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
上
高
根

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
米
沢

　

　

⑴
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1　

塩
路
善
澄
『
徳
本
行
者
―
郷
土
で
の
足
跡
探
訪
記
』（
正
覚
寺
内
法
縁
会
、

二
〇
一
五
年
）。

（　
『
徳
本
行
者
―
郷
土
で
の
足
跡
探
訪
記
』
に
よ
る
と
、
和
歌
山
県
内
に
二

五
七
基
を
報
告
し
て
い
る
。

（　
『
松
本
の
念
仏
塔
と
念
仏
行
事
』（
松
本
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
）

に
よ
る
と
、
松
本
市
内
に
七
三
基
を
報
告
し
て
い
る
。

（　

徳
本
の
千
葉
県
巡
化
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
田
中
祥
雄
「
徳
本

行
者
全
集
全
五
巻
書
誌
解
説
」（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
九
八
〇
年
）、

『
千
葉
県
浄
土
宗
寺
院
誌
』（
浄
土
宗
千
葉
教
区
教
務
所
、
一
九
八
三
年
）
な

ど
が
あ
り
、
石
塔
に
関
す
る
研
究
は
「
千
葉
県
内
徳
本
名
号
石
塔
一
覧
」
の

出
典
（
註
（（
）
で
あ
げ
た
。

（　

行
誡
『
徳
本
行
者
伝
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
四
〇
頁
）

（　
『
千
葉
県
浄
土
宗
寺
院
誌
』
三
八
九
頁
。

（　
『
関
東
摂
化
蓮
花
勝
会
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
1
、
三
〇
頁
）

（　
『
白
井
町
石
造
物
調
査
報
告
書 

第
一
集
』
四
〇
頁
。

（　
『
化
益
略
日
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
二
七
一
頁
）

10　
『
関
東
摂
化
蓮
花
勝
会
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
1
、
六
五
頁
）

11　
『
弟
子
連
名
略
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
四
一
四
頁
）

1（　
『
紀
陽
日
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
二
六
三
頁
）

1（　
『
弟
子
連
名
略
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
四
一
四
頁
）

所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

（（
市
原
市
養
老

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
風
戸

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
根
本

　

　

⑴

　

（0
市
原
市
皆
吉

　

　

⑴

　

（1
市
原
市
島
田

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
柿
木
台
の
公
民
館

　

　

⑴

　

（（
木
更
津
市
桜
井
東
光
院

文
政
（
年

1（（0

�

　

（（
君
津
市
釜
生
集
会
所

文
政
（
年

1（（0

�

　

（（
君
津
市
久
留
里
正
源
寺

文
政
10
年

1（（（

⒁
・
�
　

（（
富
津
市
岩
瀬
最
上
寺

文
化
1（
年
1（1（

�

　

（（
富
津
市
本
覚
寺

文
政
（
年

1（（0

⑶

　

（（
富
津
市
金
谷
富
貴

文
政
（
年

1（（（

⑶

　

（（
富
津
市
燈
籠
坂
大
師

文
政
（
年

1（（（
　

　

（0
富
津
市
関
尻
集
会
所

文
政
（
年

1（（（

　

　

（1
富
津
市
金
谷
大
沢

天
保
（
年

1（（（

⑶

　

（（
富
津
市
本
覚
寺
（（
世
明
誉
大
音
墓

　

　

　

（（
富
津
市
本
覚
寺
（（
世
説
誉
大
全
墓

　

　

　

（（
鋸
南
町
浄
蓮
寺

文
政
元
年

1（1（

　

　

（（
鋸
南
町
日
本
寺

文
政
（
年

1（（0

⑵

　

（（
南
房
総
市
蓮
台
寺

　

　

　

　

（（
鴨
川
市
金
束
金
毘
羅
宮

　

　

　

　

所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

（（
館
山
市
三
福
寺

文
政
（
年

1（1（

⑵

　

（（
館
山
市
安
房
堂

文
政
（
年

1（（（

⑵

　

（0
館
山
市
浄
閑
寺

文
政
（
年

1（（（

　

　

（1
館
山
市
香
共
同
墓
所

文
政
11
年

1（（（
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所
在
地

造
立
年

西
暦

出
典

名
号石
記

（（
市
原
市
養
老

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
風
戸

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
根
本

　

　

⑴

　

（0
市
原
市
皆
吉

　

　

⑴

　

（1
市
原
市
島
田

　

　

⑴

　

（（
市
原
市
柿
木
台
の
公
民
館

　

　

⑴

　

（（
木
更
津
市
桜
井
東
光
院

文
政
（
年

1（（0

�

　

（（
君
津
市
釜
生
集
会
所

文
政
（
年

1（（0

�

　

（（
君
津
市
久
留
里
正
源
寺

文
政
10
年

1（（（

⒁
・
�
　

（（
富
津
市
岩
瀬
最
上
寺

文
化
1（
年

1（1（

�

　

（（
富
津
市
本
覚
寺

文
政
（
年

1（（0

⑶

　

（（
富
津
市
金
谷
富
貴

文
政
（
年

1（（（

⑶

　

（（
富
津
市
燈
籠
坂
大
師

文
政
（
年

1（（（

　

　

（0
富
津
市
関
尻
集
会
所

文
政
（
年

1（（（

　

　

（1
富
津
市
金
谷
大
沢

天
保
（
年

1（（（

⑶

　

（（
富
津
市
本
覚
寺
（（
世
明
誉
大
音
墓

　

　

　

（（
富
津
市
本
覚
寺
（（
世
説
誉
大
全
墓

　

　

　

（（
鋸
南
町
浄
蓮
寺

文
政
元
年

1（1（

　

　

（（
鋸
南
町
日
本
寺

文
政
（
年

1（（0

⑵

　

（（
南
房
総
市
蓮
台
寺

　

　

　

　

（（
鴨
川
市
金
束
金
毘
羅
宮

　

　

　

　

1（　
『
化
益
略
日
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
二
七
四
頁
）

1（　
『
請
待
日
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
四
二
頁
）

1（　
『
請
待
日
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
六
二
頁
）

1（　

小
笠
原
長
和
「
下
総
銚
子
の
『
田
中
玄
蕃
日
記
』
―
醤
油
醸
造
業
者
を
中

心
と
す
る
近
世
地
方
都
市
の
生
活
相
」『
古
記
録
の
研
究
』（
続
群
書
類
従
完

成
会
、
一
九
七
〇
年
）

1（　
『
日
課
授
与
名
号
識
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
1
、
三
一
六
頁
）

1（　
『
講
中
名
号
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
五
〇
頁
）

（0　

善
雄
寺
の
石
塔
に
は
「
文
化
十
四
丁
丑
年
八
月
七
日
」、
円
福
寺
の
石
塔

に
は
「
文
化
十
四
年
八
月
七
日
御
開
眼
」
と
あ
る
。

（1　
「
文
化
十
三
丙
子
年
／
閏
八
月
十
五
日
／
下
小
堀
浄
福
寺
嗣
／
四
十
三
世

法
灯
徳
明
」
と
あ
る
。

（（　
『
名
号
石
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
四
八
六
頁
）

（（　
『
講
中
名
号
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
八
九
頁
）

（（　
『
講
中
名
号
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
九
〇
頁
）

（（　
『
講
中
名
号
記
』（『
徳
本
行
者
全
集
』
（
、
一
九
三
頁
）

（（　

出
典
は
以
下
の
通
り
。
出
典
空
欄
は
直
接
情
報
を
頂
い
た
石
塔
で
あ
る
。

な
お
（1
件
全
て
の
実
地
調
査
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
名
号
石
記
は
同
書

（『
徳
本
行
者
全
集
』
所
収
）
に
対
応
す
る
こ
と
を
示
す
。

⑴　

田
中
喜
作
「
ト
ッ
コ
ン
さ
ま
」（『
南
総
郷
土
文
化
研
究
会
誌
』
（
、
一

九
六
八
年
）

⑵　

対
馬
郁
夫
「
安
房
に
お
け
る
行
者
徳
本
の
廻
国
塔
と
念
仏
塔
に
つ
い

て
」（『
館
山
市
文
化
財
保
護
協
会
会
報
』
1（
、
一
九
七
九
年
）

⑶　
『
富
津
市
史 

史
料
集 

（
』（
富
津
市
、
一
九
八
〇
年
）

⑷　
『
我
孫
子
市
史
資
料 

金
石
文
篇 

（ 

石
造
物
』（
我
孫
子
市
教
育
委
員
会
、

一
九
八
一
年
）

⑸　
『
松
戸
市
内
石
造
文
化
財
所
在
調
査
概
報 

1
（
寺
院
編
）』（
松
戸
市
文

化
ホ
ー
ル
、
一
九
八
五
年
）

⑹　

牧
野
光
男
「
貞
福
寺
の
徳
本
念
仏
塔
」（『
史
談
八
千
代
』
11
、
一
九
八

六
年
）

⑺　
『
白
井
町
石
造
物
調
査
報
告
書 

第
1
集
』（
白
井
町
教
育
委
員
会
、
一

九
八
六
年
）

⑻　
『
流
山
の
石
仏
』（
流
山
市
立
博
物
館
、
一
九
八
七
年
）

⑼　
『
松
戸
市
内
石
造
文
化
財
所
在
調
査
概
報 

（
（
路
傍
編
）』（
松
戸
市
文

化
ホ
ー
ル
、
一
九
八
七
年
）

⑽　
『
八
日
市
場
市
史 

下
巻
』（
八
日
市
場
市
、
一
九
八
七
年
）

⑾　
『
印
西
町
石
造
物 

第
（
集
』（
印
西
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇
年
）

⑿　
『
沼
南
町
史
史
料
集 

金
石
文 

1
』（
沼
南
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
）

⒀　
『
沼
南
町
史
史
料
集 

金
石
文 

（
』（
沼
南
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
七
年
）

⒁　
『
君
津
市
史 

金
石
文
編
』（
君
津
市
、
一
九
九
七
年
）

⒂　
『
柏
の
金
石
文 

（
』（
柏
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
）

⒃　
『
佐
原
市
石
造
物
目
録
』（
佐
原
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）

⒄　
『
千
葉
県
の
歴
史 

別
編 

民
俗
（ 

各
論
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
二
年
）

⒅　
『
ふ
る
さ
と
の
あ
ゆ
み 

山
田
町
の
歴
史
と
文
化
財
』（
寺
本
和
、
二
〇

〇
五
年
）

⒆　

本
吉
弘
道
「
奉
免
地
区
周
辺
の
原
風
景
に
つ
い
て
」（『
南
総
郷
土
文
化

研
究
会
誌
』
1（
、
二
〇
〇
八
年
）

⒇　
『
小
見
川
の
石
造
物 

北
地
区
編
』（
小
見
川
史
談
会
、
二
〇
一
〇
年
）

�　

高
森
良
昌
「
香
取
・
海
匝
地
域
に
お
け
る
徳
本
・
念
佛
塔
の
分
布
」

（『
房
総
の
郷
土
史
』
（（
、
二
〇
一
一
年
）

�　
『
小
見
川
の
石
造
物 

中
央
地
区
編
』（
小
見
川
史
談
会
、
二
〇
一
一
年
）

�　
『
小
見
川
の
石
造
物 

東
・
南
地
区
編
（
小
見
川
史
談
会
、
二
〇
一
二
年
）

�　

加
来
利
一
「
市
原
市
の
石
造
文
化
財
所
在
地
点
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」（
加
来
利
一
、
二
〇
一
二
年
）

�　

稲
木
章
宏
「
西
上
総
の
徳
本
名
号
塔
」（
房
総
石
造
文
化
財
研
究
会

『
会
報
』
116
、
二
〇
一
三
年
）
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「
劫
」
の
現
代
的
理
解　
―
「
五
劫
」
と
は
何
年
か
？
―

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

星
霜
五
劫
に
お
よ
ぶ
法
蔵
菩
薩
の
思
惟
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
、

菩
薩
自
身
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
誓
願
に
依
拠
し
て
、
念
仏
往
生
は

可
能
と
な
る
。
五
劫
と
は
、
世
自
在
王
仏
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
た
二

百
十
億
の
諸
仏
の
世
界
を
法
蔵
菩
薩
が
見
聞
し
た
の
ち
に
、
自
ら
が

仏
国
土
を
荘
厳
す
る
た
め
の
修
行
を
選
び
取
る
た
め
に
思
惟
し
た
時

間
で
あ
る
。
本
稿
は
『
無
量
寿
経
』
巻
上
に
「〔
そ
し
て
自
ら
の
〕

仏
国
土
を
荘
厳
す
る
た
め
の
清
ら
か
な
修
行
に
つ
い
て
、〔
世
自
在

王
仏
か
ら
の
教
示
を
参
考
に
〕
五
劫
と
い
う
永
い
時
間
思
い
を
め
ぐ

ら
し
取
捨
選
択
し
た
」（『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』
浄
土
宗
、

平
成
二
三
年
四
六
頁
）
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
五
劫
、
す
な
わ
ち
原

典
に
「
五
劫
思
惟
」（
聖
典
一
・
二
二
）
と
説
か
れ
る
こ
の
五
劫
の

現
代
的
な
理
解
、
す
な
わ
ち
五
劫
を
現
代
の
単
位
で
考
え
、
具
体
的

な
数
値
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
経
論
に
お
け
る
劫
の
定
義

　

劫
（kalpa

）
は
経
論
に
お
い
て
種
々
に
定
義
さ
れ
る
。
阿
含
、

ニ
カ
ー
ヤ
で
は
劫
を
数
え
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
た
と
え
に
よ

っ
て
で
あ
れ
ば
説
示
で
き
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
と
え
と
は
、
縦
・

横
・
高
さ
が
各
一
ヨ
ー
ジ
ャ
ナ
の
巨
大
な
岩
山
を
百
年
に
一
度
カ
ー

シ
産
の
布
で
撫
で
て
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
も
一
劫
は
尽
き
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
様
の
大
き
さ
の
立
方
体
を
芥か
ら
し子
の
種
で

満
た
し
、
百
年
に
一
度
そ
の
種
を
取
り
出
し
た
と
し
て
、
そ
れ
が
な

く
な
っ
て
も
一
劫
は
尽
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（『
雑
阿
含
経
』

第
九
四
九
経
・
九
四
八
経
：
大
正
蔵
二
・
二
四
二
中
―
下
、

Sam
yutta-N

ikāya（,1（(（).（,（

：PT
S vol.（ pp.1（1-1（（

）。
こ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
芥
子
劫
と
盤
石
劫
で
あ
り
、『
大
智
度
論
』
に
お
い
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て
も
こ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
大
正
蔵
二
五
・
一
〇
〇
下
）。

　

こ
の
よ
う
な
劫
の
理
解
と
共
に
、
世
界
の
生
成
か
ら
消
滅
へ
の
過

程
を
示
す
中
で
劫
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
倶
舎
論
』
に
よ
る

と
我
々
が
住
む
こ
の
世
界
―
文
献
に
即
し
て
い
え
ば
有
情
世
間
と
器

世
間
―
は
、
そ
の
最
下
層
が
風
輪
で
あ
り
、
そ
の
上
に
水
輪
、
そ
し

て
金
輪
が
あ
り
、
ま
た
世
界
の
中
央
に
は
須
弥
山
が
聳
え
る
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
有
情
が
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
は
二
十
中
劫
を

一
期
と
し
て
、
形
成
期
（
成
劫
）、
安
定
期
（
住
劫
）、
消
滅
期
（
壊

劫
）、
虚
無
期
（
空
劫
）
の
四
期
を
め
ぐ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
四
期

が
四
劫
と
呼
ば
れ
る
。
劫
が
世
界
の
誕
生
か
ら
消
滅
に
か
か
わ
る
と

い
う
意
味
で
、
そ
れ
が
天
文
学
的
な
単
位
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
劫
を
具
体
的
な
数

値
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
文
学
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
具
体
的
な
数
値
で
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
具
体
的
な
数
値
が
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
が
地
上
で
用
い
る

単
位
で
は
的
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
と
き
に
「
天
文
学

的
数
字
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
の
で
あ
る）

1
（

。
劫
が
天
文
学
的
数
字

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
具
体
的
に
思
考
、
計
算
で
き
な
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
当
に
天
文
学
的
数
字
で
あ
る
か
を

検
証
し
な
い
限
り
、
そ
の
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
値
か
ど
う
か
も
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
理
解
の
端
緒

　

さ
て
、
今
、
劫
は
た
と
え
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
世

界
の
形
成
か
ら
消
滅
に
か
か
わ
る
時
間
の
単
位
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
た
と
え
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
劫
は
、
膨
大
な
数
の
芥
子
の

種
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
一
劫
が
経
過
し
な
い

3

3

3

と
述
べ
ら

れ
る
よ
う
に
、
劫
を
求
め
る
糸
口
が
な
い
。
つ
ま
り
、
一
辺
が
一
ヨ

ー
ジ
ャ
ナ
の
立
方
体
に
半
径
が
〇
・
五
ｍ
ｍ
の
種
が
満
ち
て
い
た
と

す
る
と
、
い
く
つ
の
種
が
そ
の
立
方
体
の
中
に
あ
る
か
を
概
算
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
種
の
数
に
百
年
を
か
け
る
こ
と
で
種

が
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ

の
期
間
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
わ
か
る
こ
と
は
一
劫
が
そ
の
期
間

よ
り
も
長
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
劫
そ
の
も
の
の
長
さ
が
明
ら
か

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
世
界
の
生
成
に
関
し
て
劫
が
用
い
ら
れ
る
時
に
は
、
一
劫
に

は
三
種
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
人
の
寿
命
が
無

量
か
ら
十
歳
に
減
少
す
る
ま
で
が
一
劫
で
あ
り
、
第
二
に
十
歳
の
寿

命
が
八
万
歳
に
ま
で
増
加
し
、
そ
こ
か
ら
ま
た
十
歳
に
減
少
す
る
ま



─ 1（0 ─

で
が
一
劫
で
あ
り
、
第
三
に
十
歳
か
ら
無
量
ま
で
に
寿
命
が
増
加
す

る
こ
と
が
一
劫
で
あ
る
。
初
め
を
減
劫
、
第
二
を
増
減
劫
、
最
後
を

増
劫
と
呼
ぶ
）
（
（

。『
倶
舎
論
』
に
よ
れ
ば
、
人
の
寿
命
は
「
順
次
（
規

則
正
し
くkram

en
4 a

）」
増
加
し
、
あ
る
い
は
減
少
す
る
と
あ
る
が
、

そ
れ
が
何
年
ご
と
に
一
歳
増
加
（
減
少
）
す
る
の
か
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い）

（
（

。
さ
ら
に
無
量
の
寿
命
が
十
歳
ま
で
減
少
す
る
と
い
う
記
述

は
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
無
量
（
数
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
）
が
減
少
す
る
と
い
う
の
は
、
無
量
の
本
質
と

相
違
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
サ
ン
ク
ヤ

（
阿
僧
祇
）
と
同
様
に
、
無
量
（aparim

ita
）
も
ま
た
単
位
の
一
つ

と
解
釈
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
か
ほ
ど
の
大
き
さ
か
は
不

明
で
あ
る）

（
（

。

　

そ
こ
で
劫
を
数
値

と
し
て
と
ら
え
る
た

め
に
、『
倶
舎
論
』

に
説
か
れ
る
地
獄
の

衆
生
の
寿
命
を
端
緒

と
し
た
。『
倶
舎
論
』

に
説
か
れ
る
地
獄
の

寿
命
は
表
一
の
よ
う

に
な
る
。

　

こ
の
表
か
ら
地
獄
の
最
下
層
で
あ
る
無
間
地
獄
は
、
そ
こ
に
い
る

有
情
の
寿
命
が
一
中
劫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
劫

（antarakalpa

）
と
は
前
述
の
減
劫
・
増
減
劫
・
増
劫
と
い
う
場
合

の
劫
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
無
間
地
獄
の
寿
命
を
年
数
と
し
て

求
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
劫
の
現
代
的
な
理
解
が
可
能
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
五
劫
を
具
体
的
な
数
値
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
も
可
能
と

な
る
。
そ
こ
で
無
間
地
獄
で
の
寿
命
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
、
劫

の
現
代
的
理
解
を
進
め
て
い
こ
う
。

四
、
無
間
地
獄
の
寿
命

　

表
一
を
見
る
と
①
等
活
地
獄
か
ら
⑥
炎
熱
地
獄
ま
で
は
、
一
つ
前

の
地
獄
を
二
倍
す
る
と
次
の
地
獄
の
寿
命
に
な
る
。
例
え
ば
等
活
地

獄
の
寿
命
五
〇
〇
年
を
二
倍
し
た
一
〇
〇
〇
年
が
黒
縄
地
獄
の
寿
命

と
な
る
。
前
の
地
獄
の
二
倍
が
次
の
地
獄
の
寿
命
と
な
る
の
は
⑦
大

熱
地
獄
と
⑧
無
間
地
獄
の
間
に
も
成
り
立
つ
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
が

成
り
立
つ
か
ど
う
か
不
明
な
の
は
⑥
炎
熱
地
獄
と
⑦
大
熱
地
獄
の
関

係
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
間
に
も
ほ
か
の
地
獄
と
同
様
の

関
係
が
成
り
立
つ
と
仮
定
す
る
と
、
劫
で
示
さ
れ
る
⑦
大
熱
地
獄
と

⑧
無
間
地
獄
の
寿
命
を
以
下
の
よ
う
に
年
で
表
す
こ
と
が
可
能
と
な

表一

地獄の名称 有情の寿命
① 等活地獄 （00 年
② 黒縄地獄 1000 年
③ 衆合地獄 （000 年
④ 号叫地獄 （000 年
⑤ 大叫地獄 （000 年
⑥ 炎熱地獄 1（000 年
⑦ 大熱地獄 0.（ 中劫
⑧ 無間地獄 1 中劫
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る
。

⑦
大
熱
地
獄
の
寿
命
を
⑥
炎
熱
地
獄
の
寿
命
の
二
倍
と
仮
定
し
た
場

合⑦
大
熱
地
獄
で
の
寿
命
→
０
・
五
中
劫
＝
三
二
〇
〇
〇
年

⑧
無
間
地
獄
で
の
寿
命
→
一
中
劫
＝
六
四
〇
〇
〇
年

　

こ
れ
は
一
つ
の
仮
定
を
も
と
に
し
て
得
た
値
で
あ
る
が
、
無
間
地

獄
で
の
一
中
劫
と
い
う
寿
命
を
六
四
〇
〇
〇
年
と
求
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
う
す
る
と
一
劫
は
六
万
四
千
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と

い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
地
獄
界
と
人
間
界
で
は
時

間
の
流
れ
る
速
度
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
地
獄
界
や

天
界
で
は
な
く
、
人
間
界
で
五
劫
の
間
に
わ
た
っ
て
思
惟
を
し
た
と

考
え
る
と
、
六
万
四
千
年
と
い
う
地
獄
の
一
劫
を
人
間
界
の
値
に
換

算
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
人
間
界
の
値
へ
の
換
算

　

劫
を
人
間
界
の
年
数
で
表
す
た
め
に
は
、
ま
ず
天
界
と
人
間
界
と

の
時
間
の
流
れ
方
に
つ
い
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
幸
若
舞
・
敦

盛
で
有
名
な
「
人
間
五
十
年
げ
て
ん
の
う
ち
を
く
ら
ふ
れ
は
。
夢
ま

ほ
ろ
し
の
こ
と
く
な
り
」）

（
（

と
い
う
一
節
に
も
あ
る
よ
う
に
、
人
間
界

の
五
〇
年
は
「
げ
て
ん
＝
下
天
（
化
天
）」
の
う
ち
で
は
夢
幻
の
よ

う
に
短
い
時
間
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
世
品
に
は
「
人
間
五
十
年
下

天
一
晝
夜
」（
大
正
蔵
二
九
・
六
一
中
）
と
あ
り
、
人
間
界
の
五
〇

年
は
欲
界
の
天
で
あ
る
六
欲
天
の
最
下
層
に
位
置
す
る
四
大
王
衆
天

の
一
日
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
阿
含
や
ニ
カ
ー
ヤ
か
ら
確
認
で

き
る
理
解
で
あ
る
（『
中
阿
含
経
』
第
二
〇
二
経
：
大
正
蔵
一
・
七

七
二
中
、A

n

4guttara-N
ikāya（,（（

：Pts vol.（ pp.（（（-（（（

）。

地
獄
の
時
間
の
流
れ
方
は
、
こ
の
よ
う
な
天
の
時
間
の
流
れ
よ
り
も

長
い
。
人
間
界
と
天
界
の
時
間
の
関
係
、
お
よ
び
天
界
と
地
獄
界
の

時
間
の
流
れ
方
は
表
二
、
表
三
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
ま
ず
各
地
獄
に
対
応
す
る
天
界
の
年
数
を
、

人
間
界
の
年
数
に
換
算
し
よ
う
。
こ
れ
は
次
の
式
に
当
て
は
め
る
こ

と
で
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

 

対
応
す
る
天
界
の
年
数
×
一
二
か
月
×
三
〇
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

×
そ
の
天
に
対
応
す
る
人
間
界
の
年
数）

（
（

例　

四
天
王
衆
天
の
五
〇
〇
年
を
人
間
界
の
年
数
に
換
算

　

五
〇
〇
年
×
一
二
×
三
〇
×
五
〇 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
九
〇
〇
〇
〇
〇
〇
年
（
九
百
万
年
）
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こ
れ
に
基
づ
い
て
地
獄
界
の
一
日
に
他
応
す
る
天
界
の
年
数
を
求

め
た
も
の
が
、
表
四
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
獄
で
の
寿
命
に
つ
い

て
は
表
一
で
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
人
間
界
の
年
数
で
表
し
た

も
の
が
表
五
で
あ
る）

（
（

。

　

桁
数
が
大
き
く
な
っ
て
数
値
を
把
握
し
が
た
い
の
で
表
五
に
お
け

る
各
地
獄
の
寿
命
を
漢
数
字
を
交
え
て
記
す
と
①
１
兆
６
２
０
０
億

年
②
１
２
兆
９
６
０
０
億
年
③
１
０
３
兆
６
８
０
０
億
年
④
８
２
９

兆
４
４
０
０
億
年
⑤
６
６
３
５
兆
５
２
０
０
億
年
⑥
５
京
３
０
８
４

兆
１
６
０
０
億
年
と
な
る
。
各
地
獄
で
の
寿
命
に
は
「
前
の
地
獄
の

寿
命
×
八
＝
次
の
地
獄
の
寿
命
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る）

（
（

。

　

本
稿
で
は
す
で
に
⑦
大
熱
地
獄
で
の
寿
命
を
「
〇
・
五
中
劫
＝
三

二
〇
〇
〇
年
」、
無
間
地
獄
で
の
寿
命
を
「
一
中
劫
＝
六
四
〇
〇
〇

年
」
と
仮
定
し
て
お
り
、
こ
の
過
程
と
右
の
計
算
に
基
づ
い
て
両
地

獄
の
寿
命
を
人
間
界
の
数
値
に
換
算
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

表二

四天王衆天の 1 日 人間界の （0 年
三 十 三 天 の 1 日 人間界の 100 年
夜 摩 天 の 1 日 人間界の （00 年
覩 史 多 天 の 1 日 人間界の （00 年
楽 変 化 天 の 1 日 人間界の （00 年
他化自在天の 1 日 人間界の 1（00 年

表三

等活地獄の 1 日 四天王衆天の （00 年
黒縄地獄の 1 日 三 十 三 天 の 1000 年
衆合地獄の 1 日 夜 摩 天 の （000 年
号叫地獄の 1 日 覩 史 多 天 の （000 年
大叫地獄の 1 日 楽 変 化 天 の （000 年
炎熱地獄の 1 日 他化自在天の 1（000 年

表四

等活地獄の 1 日 （000000 年
黒縄地獄の 1 日 （（000000 年
衆合地獄の 1 日 1（（000000 年
号叫地獄の 1 日 （（（000000 年
大叫地獄の 1 日 （（0（000000 年
炎熱地獄の 1 日 （（1（000000 年

表五

①等活地獄の寿命 1（（0000000000 年
②黒縄地獄の寿命 1（（（0000000000 年
③衆合地獄の寿命 10（（（0000000000 年
④号叫地獄の寿命 （（（（（0000000000 年
⑤大叫地獄の寿命 （（（（（（0000000000 年
⑥炎熱地獄の寿命 （（0（（1（0000000000 年
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大
熱
地
獄
で
の
寿
命
→
〇
・
五
中
劫 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
４
２
京
４
６
７
３
兆
２
８
０
０
億
年

無
間
地
獄
で
の
寿
命
→
一
中
劫 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
３
３
９
京
７
３
８
６
兆
２
４
０
０
億
年

　

以
上
の
よ
う
に
、『
倶
舎
論
』
の
地
獄
界
で
の
寿
命
の
定
義
に
基

づ
き
、
一
中
劫
を
「
３
３
９
京
７
３
８
６
兆
２
４
０
０
億
年
」
と
求

め
る
こ
と
が
で
き
た
。

六
、
ま
と
め
―
五
劫
の
長
さ
―

　

上
述
の
通
り
、
一
中
劫
を
「
３
３
９
京
７
３
８
６
兆
２
４
０
０
億

年
」
と
算
出
し
た
の
で
、
五
劫
の
長
さ
は
こ
れ
を
五
倍
し
て
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

五
劫
＝
３
３
９
京
７
３
８
６
兆
２
４
０
０
億
年
×
５ 

　
　

＝
１
６
９
８
京
６
９
３
１
兆
２
０
０
０
億
年

　

計
算
の
通
り
、
五
劫
は
「
１
６
９
８
京
６
９
３
１
兆
２
０
０
０
億

年
」
と
い
う
長
さ
に
な
る
。
な
お
「
五
劫
思
惟
」
の
五
劫
を
中
劫
と

す
る
の
は
、
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
の
「
言
う
所
の
劫
と
は
、

中
劫
」（
浄
全
一
四
・
二
九
八
上
）
と
い
う
解
釈
に
従
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
劫
の
長
さ
を
『
倶
舎
論
』
に
依
拠
し
つ
つ
算
出
し
た
が
、

解
釈
や
根
拠
と
す
る
文
献
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
は
異
な
る
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
例
に
お
け

る
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
五
劫
思
惟
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
様
々
な
観
点
が
あ
ろ
う
。
私
は
ア
ビ
ダ

ル
マ
と
い
う
、
と
き
に
煩
瑣
と
言
わ
れ
る
仏
教
教
理
学
の
立
場
か
ら
、

五
劫
に
つ
い
て
現
代
的
な
理
解
、
す
な
わ
ち
五
劫
の
現
代
語
訳
を
試

み
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
五
劫
が
極
め
て
永
い
時
間
で
あ
る

と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
五
劫
」
と
い
う
言
葉
の

持
つ
重
み
が
再
認
識
さ
れ
た
。
私
は
様
々
な
文
献
に
基
づ
い
て
劫
の

現
代
的
な
理
解
を
試
み
る
こ
と
が
、
法
蔵
菩
薩
の
五
劫
思
惟
を
よ
り

真
摯
に
受
け
止
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
が
、
本
稿
が

そ
の
契
機
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



─ 1（（ ─

１　
『
広
辞
苑　

第
六
版
』
で
は
「
天
文
学
で
扱
う
よ
う
な
桁
数
の
大
き
な
数

字
。
実
生
活
か
ら
か
け
離
れ
た
極
め
て
大
き
い
数
」
と
「
天
文
学
的
数
字
」

を
説
明
し
て
い
る
。

２　
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』「
中
間
劫
復
有
三
種
。
一
減
劫
。
二
増
劫
。
三

増
減
劫
。
減
者
從
人
壽
無
量
歳
減
至
十
歳
。
増
者
從
人
壽
十
歳
増
至
八
萬
歳
。

増
減
者
從
人
壽
十
歳
増
至
八
萬
歳
。
復
從
八
萬
歳
減
至
十
歳
」（
大
正
蔵
二

七
・
七
〇
〇
下
）。
人
の
寿
命
の
増
減
と
世
界
の
生
成
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
記
述

はA
K

Bh

（P.Pradhan ed., A
bhidharm

akośabhās

4ya of V
asubandhu, 

Patna, 1（（（.

）.p.1（（-1（0
に
も
見
ら
れ
る
。

３　

桜
部
建
『
仏
教
の
思
想
２
―
存
在
の
分
析
〈
ア
ビ
ダ
ル
マ
〉
―
』（
角
川

書
店
、
１
９
６
９
）
は
こ
の
順
次
の
量
を
１
０
０
年
と
し
、
一
中
劫
を
１
５

９
９
万
８
０
０
０
年
と
試
算
す
る
（
二
二
頁
）。
青
原
令
知
編
『
倶
舎
―
絶

ゆ
る
こ
と
な
き
法
の
流
れ
―
』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
）
は
こ
れ
を
受

け
、
一
中
劫
を
１
５
９
０
万
８
０
０
０
年
と
す
る
が
、
こ
れ
は
計
算
の
誤
り

で
あ
る
（
一
三
五
頁
）。
一
〇
〇
年
で
一
歳
の
増
減
が
あ
る
と
い
う
理
解
は
、

お
そ
ら
く
木
村
泰
賢
『
木
村
泰
賢
全
集
第
五
巻　

小
乗
仏
教
思
想
論
』（
大

法
輪
閣
、
一
九
六
八
）
に
「
普
通
に
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
寿
八
万

四
千
歳
よ
り
百
年
に
一
歳
ず
つ
を
減
じ
て
十
歳
に
至
り
、
あ
る
い
は
逆
に
人

寿
十
歳
よ
り
百
年
に
一
歳
ず
つ
を
増
し
て
八
万
四
千
歳
に
至
る
」（
三
五
五

頁
）
と
あ
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
村
は
「
普
通
に
解
釈
さ
れ

る
」
と
い
う
そ
の
典
拠
を
示
さ
ず
、
こ
の
理
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論

の
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
具
体
的
に
数
量
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
木
村
の

試
み
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
発
表
者
は
考
え
る
。
な
お
桜
部
前
掲
書
は

上
記
の
計
算
に
基
づ
き
一
大
劫
（=

八
〇
中
劫
）
を
約
１
２
億
８
０
０
０
万

年
と
試
算
す
る
。
現
在
、
地
球
の
誕
生
は
約
４
６
億
年
前
と
考
え
ら
れ
て
お

り
（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
宇
宙
教
育
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
参
照
。 http://spaceinfo.jaxa.

jp/ja/birth_of_earth.htm
l

）、
こ
れ
と
比
較
す
る
す
る
と
桜
部
の
試
算
に

よ
る
時
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
は
小
さ
く
な
る
。

４　

阿
僧
祇
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
無
数
と
は
な
に
か
―
有
部
に
お
け

る
ア
サ
ン
ク
ヤ
解
釈
の
諸
相
―
」（『
浄
土
学
』
（（
号
）
で
論
じ
た
。
ま
た

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
無
量
」
の
理
解
は
拙
論
「「
無
量
」
に
つ
い
て
の
一

考
察
―
『
倶
舎
論
』
を
中
心
に
―
」（『
金
子
寛
哉
先
生
頌
寿
記
念
論
文
集　

中
国
浄
土
教
と
そ
の
展
開
』
文
化
書
院
、（011

）
で
言
及
し
た
。

５　

服
部
幸
造
「
翻
刻 

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
幸
若
音
曲
本
」（
八
）
―
敦

盛
・
鎌
田
・
わ
た
・
笈
さ
か
し
―
」（『
名
古
屋
市
立
大
学
人
文
社
会
学
部
研

究
紀
要
』
二
〇
）

６　

一
月
を
三
〇
日
と
す
る
理
解
は
『
倶
舎
論
』
に
「
三
十
晝
夜
為
一
月
」

（
大
正
蔵
二
七
・
六
二
中
）
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、『
長
阿
含
経
』
弊
宿
経

（
同
一
・
四
三
下
）
や
『
大
智
度
論
』（
同
二
五
・
二
七
五
上
）
な
ど
多
数
の

経
論
に
確
認
で
き
る
。

７　

な
お
本
稿
に
お
け
る
表
の
作
成
に
つ
い
て
は
宮
本
啓
一
『
仏
教
法
数
辞

典
』（
す
ず
き
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
を
参
考
に
し
た
。

８　

次
の
地
獄
の
寿
命
が
前
の
地
獄
の
寿
命
の
八
倍
に
な
る
理
由
は
以
下
の
通

り
。
ま
ず
各
地
獄
の
寿
命
は
一
段
階
上
が
る
（
よ
り
悪
い
地
獄
に
な
る
）
と

二
倍
に
な
る
。
次
に
そ
れ
に
対
応
す
る
天
の
寿
命
も
二
倍
に
な
る
。
そ
し
て

各
天
に
対
応
す
る
人
の
寿
命
も
二
倍
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
の
数
値
の
八

（
二
の
三
乗
）
倍
が
次
の
数
値
と
な
る
。
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一　

は
じ
め
に

　

増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
上
人
祐
天
大
和
尚
（
以
下
、
祐
天
）
の

書
写
し
た
名
号
や
名
号
石
塔
は
、
現
在
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
伝
記
も
数
種
類
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
も
の
の
一
つ
に
肖
像
彫
刻
が
あ
る
。
こ
の
肖
像
彫
刻
に
は

信
仰
の
対
象
と
し
て
史
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
、
文
献
上
確
認
で
き
た
も
の
や
伝
承
も
含
め
、
肖
像
彫
刻
と

そ
の
信
仰
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

二　

確
認
さ
れ
た
肖
像
彫
刻

　

文
献
上
に
記
録
さ
れ
た
も
の
及
び
伝
承
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も

の
を
含
め
、
祐
天
の
肖
像
彫
刻
を
表
１
に
ま
と
め
た
。

　

表
は
、
制
作
年
の
わ
か
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
順
に
記
述
し
た
が
、

制
作
年
の
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
る
た
め
、
出
典
史
料
の
記
述
や
年
代

等
を
参
考
に
目
安
と
し
て
並
べ
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
寺
院

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
お
よ
び
文
献
上
に
記
述
の
あ
る
も
の
を
含

め
て
二
十
三
体
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
史
料
に
記
述
さ
れ
た
あ
と
、

像
が
移
動
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
た
め
同
一
物
が
重
複
し
て
数
え
ら
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
、
肖
像
彫
刻
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
信
仰
に
つ
い
て
ま
と
め
た

（【　

】
数
字
は
表
の
番
号
）。

三　

肖
像
彫
刻
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
信
仰

（
１
）
牛
島
時
代
に
制
作
さ
れ
た
坐
像
【
一
】

　

祐
天
は
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
檀
林
と
し
て
の
増
上
寺
を
退
隠

し
、
牛
島
（
現
墨
田
区
）
に
住
み
、
名
号
書
写
と
念
仏
弘
通
の
生
活

を
送
っ
た
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
よ
り
徳
川
五
代
将
軍
綱
吉
生

増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
の
肖
像
彫
刻
と
そ
の
信
仰

巖　

谷　

勝　

正
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母
桂
昌
院
と
談
義
す
る
よ
う
に
な
り
、
元
禄
一
二
年
に
桂
昌
院
の
推

挙
も
あ
り
綱
吉
よ
り
異
例
の
台
命
を
受
け
生
実
大
巖
寺
の
住
職
を
命

ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
十
数
年
の
牛
島
に
住
し
た
時
代
に
多
く
の
人
々
に

名
号
を
授
与
し
、
そ
の
利
益
が
日
本
国
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
坐
像
は
牛
島
か
ら
大
巖
寺
の
住
職
と
し
て
出
世
し
て
い
く
祐

天
を
見
送
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
長
く
そ
の
姿
を
留
め
お

き
た
い
と
の
願
い
と
と
も
に
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
再
興
さ
れ
た
と
き
に
胎
内
に
納
入
さ

れ
た
木
札
の
記
述
を
左
に
記
す
。

此
尊
影
者
元
禄
十
二
己
卯
歳
生
實
大
巖
寺
奉　

命
之
頃
本
所
牛

島
郷
有
信
之
輩
師
之
絶
化
導
悲
歎
爰
以
是
影
像
彫
刻
擬
在
留
日

別
瞻
仰
精
修
無
怠
其
後
経
年
歴
同
所
普
賢
寺
本
尊
之
脇
座
安
置

久
方
今
仍
縁
故
明
治
七
年
戌
十
一
月
十
七
日
田
島
山
迁
座
然
星

霜
経
百
七
十
六
年
破
壊
及
処
々
依
之
為
報
恩
且
為
法
孫
永
續
如

故
再
興
開
眼
供
養
畢　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

故
大
僧
正
法
系

　
　
　
　
　
　
　
　

浅
草
田
島
山
誓
願
寺
三
十
七
主
戒
心
誌

　

普
賢
寺
と
は
、「
浅
草
寺
末
北
本
所
南
番
場
町
天
台
宗
普
賢
寺（
１
）」

で
あ
り
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
罹
災
し
、
現
在
の
府
中
市
に
移
転
し

た
寺
院
で
あ
る
。
長
く
普
賢
寺
本
堂
内
で
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治

七
年
の
再
興
開
眼
を
機
に
誓
願
寺
に
遷
座
さ
れ
た
。
し
か
し
、
明
治

一
〇
年
に
普
賢
寺
が
火
災
に
遭
い
、
す
べ
て
を
焼
失
し
た
と
こ
ろ
に
、

誓
願
寺
か
ら
再
び
普
賢
寺
に
戻
さ
れ
た（
２
）。

そ
の
後
関
東
大
震
災
に
よ

り
移
転
す
る
と
き
に
祐
天
寺
に
遷
座
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
相
馬
市
に
伝
承
さ
れ
た
祐
天
坐
像
【
二
】

　

現
在
、
相
馬
市
興
仁
寺
に
あ
る
坐
像
の
い
わ
れ
は
、『
不
亂
院
縁

起
』『
北
山
念
仏
堂
記（
３
）』

に
記
録
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
興
仁
寺

か
ら
北
へ
、
小
泉
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
慶
徳
寺
と
い
う
寺
院
が
あ

る
が
、
江
戸
時
代
は
そ
の
あ
た
り
に
念
仏
堂
が
あ
り
、
慶
安
四
年

（
一
六
五
一
）
か
ら
称
西
を
中
心
と
し
た
道
心
者
が
常
念
仏
を
始
め

た
。
元
禄
一
〇
年
に
牛
島
に
遁
世
中
の
祐
天
が
こ
の
念
仏
堂
荒
廃
の

こ
と
を
聞
き
及
び
、
師
僧
檀
通
上
人
菩
提
の
た
め
に
自
筆
の
名
号
と

金
子
三
十
両
お
よ
び
大
数
珠
を
寄
進
し
た
。
檀
通
上
人
の
位
牌
、
大

数
珠
お
よ
び
祐
天
木
像
が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
と
あ
る
。
従
っ
て
位

牌
な
ど
と
同
時
に
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、
元
禄
年
間
に
作
ら
れ
た

坐
像
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
常
念
仏
は
そ
の
後
も
続
き
、
文
化
三

年
（
一
八
〇
六
）
に
六
万
二
千
日
回
向
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
記
録
さ

れ
て
い
る
。
興
仁
寺
に
遷
さ
れ
た
の
は
、
戊
辰
戦
争
後
興
仁
寺
が
再
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建（
４
）さ

れ
た
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
切
に
守
ら
れ
、
常
念
仏

の
声
と
と
も
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
長
悦
の
御
影（
５
）【

三
】

　

祐
天
は
そ
の
後
、
飯
沼
弘
経
寺
を
経
て
小
石
川
伝
通
院
に
転
住
し

た
。
江
戸
の
檀
林
の
住
職
と
な
り
、
綱
吉
の
法
問
に
列
席
す
る
こ
と

も
多
く
な
っ
た
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
二
月
二
十
四
日
の
法
問

は
、
増
上
寺
門
周
大
僧
正
が
上
首
と
な
り
、
題
は
『
阿
弥
陀
経
』
の

「
一
心
不
乱
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
終
了
後
、
綱
吉
は
改

め
て
伝
通
院
祐
天
に
説
法
を
命
じ
た
。
こ
の
と
き
の
祐
天
の
説
法
を

御
簾
の
内
で
聞
い
て
い
た
綱
吉
の
側
室
お
伝
の
方
（
瑞
春
院
・
鶴
姫

生
母
）
が
そ
の
姿
を
称
美
さ
れ
、
模
し
て
像
を
作
り
長
悦
様
と
名
付

け
た
。
お
伝
の
方
は
そ
の
像
を
毎
年
ひ
な
祭
り
の
と
き
に
飾
り
、
こ

と
の
ほ
か
ご
馳
走
し
た
と
い
う
。

　

長
悦
の
御
影
は
そ
の
後
陽
華
院
香
青
（
鶴
姫
の
御
附
き
の
局
）
へ

下
さ
れ
、
祐
天
寺
起
立
祐
海
に
下
さ
れ
た
。
大
奥
で
生
き
仏
同
様
に

尊
崇
さ
れ
た
肖
像
彫
刻
で
あ
る
。

（
４
）
誠
之
御
影（
６
）【
四
】

　

現
在
、
大
本
山
知
恩
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
肖
像
彫
刻
は
、
祐
天

が
増
上
寺
に
上
任
し
た
翌
年
の
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
竹
崎
石

見
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
真
影
の
最
初
の
模
刻
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
誠
之
御
影
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
像
は
祐
天
の
法
孫
祐
水
が
霊
巖

寺
住
職
時
代
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
修
復
し
た
後
、
祐
水
が

知
恩
寺
住
職
を
命
じ
ら
れ
た
寛
政
五
年
に
祐
水
と
と
も
に
上
洛
し
た

肖
像
で
あ
る
。
祐
水
は
、
肖
像
を
御
影
堂
に
安
置
し
、
毎
月
十
五
日

祐
天
の
命
日
に
百
万
遍
を
修
し
て
護
符
名
号
（
祐
天
名
号
を
印
刷
し

た
も
の
）
を
施
与
し
た
。
そ
の
利
益
を
受
け
た
者
は
夥
し
い
数
に
上

る
と
伝
え
ら
れ
る
。

（
５
）
開
山
真
影（
７
）【

六
】

　

正
徳
元
年
、
六
代
将
軍
家
宣
よ
り
祐
天
は
増
上
寺
住
職
を
拝
命
。

正
徳
四
年
に
隠
居
し
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
七
月
十
五
日
に
遷

化
し
た
。
そ
の
臨
終
の
時
の
姿
を
等
身
で
写
し
た
の
が
、
祐
天
寺
の

本
堂
中
央
に
安
置
さ
れ
た
開
山
真
影
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
次
の
よ

う
に
記
述
さ
れ
る
。

御
腹
内
悉
く
金
泊
六
字
名
号
并
開
山
及
ひ
師
親
等
之
号
、
又
、

自
之
誓
願
之
文
書
之
、
初
、
享
保
三
年
七
月
十
五
日
、
御
迁
化

之
時
、
直
ニ
大
佛
師
竹
崎
石
見
呼
寄
、
教
模
真
骸
而
改
造
面
相

及
十
餘
返
、
方
尓
真
影
ニ
不
肖
、
さ
れ
ハ
予
祐
海
之
作
と
い
わ

ん
も
無
失
な
り
、
他
日
、
老
苦
而
成
ス
カ
故
ニ
、
御
影
成
就
、

享
保
四
己
亥
正
月
十
二
日
也
、
則
、
白
木
仮
厨
子
ニ
而
持
参
、
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真
影
御
召
之
御
大
衣
ハ
、

御
存
生
之
日
正
徳
四
年

女
院
御
所
様
与
り
、
御
血
脉
御
受
被
遊
候
御
礼
と
し
て
、
御
針

も
入
候
由
、
御
文
添
来
候
、
御
袈
裟
座
具
之
模
様
う
つ
す
、
又
、

御
茵
者　

一
位
様
江
天
英
院
様
御
事
御
上
り
之
節
、
御
馳
走
ニ

被
仰
付
候
、

紺
地
金
襴
之
模
様
写
之

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
真
影
は
祐
海
の
指
示
の
も
と
、
大
仏
師
竹
崎
石

見
に
何
度
も
面
相
を
作
り
替
え
さ
せ
て
制
作
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｔ
画
像（
８
）に

よ
り
、
頭
部
に
修
正
し
た
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

さ
ら
に
、
承
秋
門
院
（
東
山
天
皇
女
院
）
よ
り
贈
ら
れ
た
袈
裟
の

模
様
を
袈
裟
に
、
天
英
院
（
家
宣
正
室
）
よ
り
贈
ら
れ
た
紺
地
金
襴

の
模
様
を
茵
に
そ
れ
ぞ
れ
写
し
て
制
作
し
、
こ
れ
ら
の
い
き
さ
つ
を

聞
い
た
松
姫
（
綱
吉
養
女
、
加
賀
宰
相
正
室
）
が
施
主
と
な
っ
て
作

ら
れ
た
。
ま
さ
に
祐
天
へ
篤
い
信
仰
を
寄
せ
た
人
々
の
思
い
が
結
集

し
た
肖
像
彫
刻
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
享
保
十
二
年
に
八
代
将
軍
吉

宗
が
御
成（
９
）に
な
っ
た
際
に
は
、
こ
の
肖
像
を
拝
し
、「
祐
天
之
像
能

ク
相
似
候
」
と
上
意
が
あ
っ
た
。
以
後
こ
の
肖
像
を
中
心
と
し
て
、

代
々
の
竹
崎
石
見
に
よ
り
法
蔵
寺
【
八
】、
西
方
寺
【
九
】、
濤
響
寺

【
一
〇
】
の
肖
像
が
制
作
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
へ
信
仰
が
引
き
継

が
れ
て
い
っ
た
。

（
6
）
松
阪
清
光
寺
の
倚
像
【
七
】

　

松
阪
市
清
光
寺
に
祐
天
堂
と
呼
ば
れ
る
堂
宇
が
あ
る
。
実
際
に
は
、

一
切
経
が
納
め
ら
れ
、「
蓮
聚

」
と
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
堂
内
中
央
に
阿
弥
陀
如
来
、
右
側
に
傅
大
士
、
左
側
に
厨
子
に

入
っ
た
祐
天
倚
像
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
倚
像
の
正
確
な
成
立

年
は
不
明
だ
が
、
宝
暦
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
は
開
帳

さ
れ
賑
わ
っ
た
様
子
が
記
録
）
10
（

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
来
は
、
清
光
寺

二
十
三
世
幡
貞
が
日
課
百
遍
十
万
人
講
を
発
願
し
た
こ
と
を
聞
い
た

増
上
寺
祐
天
が
、
名
号
を
送
り
、
そ
れ
を
幡
貞
が
印
施
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
縁
者
が
五
十
万
人
に
及
ん
だ
こ
と
に
よ
る）

11
（

。
今
で
も
祐

天
堂
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
長
く
拝
さ
れ
て
き
た

倚
像
と
言
え
よ
う
。

（
7
）
寛
延
三
年
制
作
の
二
体
の
坐
像
【
九
】【
一
〇
】

　

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
は
祐
天
の
三
十
三
回
忌
に
相
当
す
る
が
、

そ
の
年
に
祐
天
坐
像
が
同
じ
竹
崎
石
見
に
よ
り
二
体
制
作
さ
れ
た
。

二
体
と
も
姿
形
は
同
じ
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
袈
裟
の
模
様
と

大
き
さ
が
異
な
る
。

　

一
体
は
、
松
阪
西
方
寺
の
坐
像
【
九
】
で
あ
る
。
ほ
ぼ
等
身
大
で
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制
作
さ
れ
、
像
の
肩
に
あ
る
書
き
付
け
お
よ
び
西
方
寺
檀
徒
森
田
氏

宛
て
の
手
紙
）
1（
（

に
よ
り
、
三
月
六
日
に
開
眼
、
三
月
二
十
一
日
に
入
堂
、

四
月
八
日
に
入
佛
を
相
調
え
た
と
あ
る
。
竹
姫
が
こ
の
像
に
戸
張
を

寄
進
）
1（
（

し
た
。
森
田
氏
は
祐
天
が
大
巖
寺
入
住
以
前
か
ら
の
信
者
で
、

西
方
寺
へ
祐
天
開
白
の
常
念
仏
を
伝
え
た）

1（
（

家
で
あ
る
。
寛
延
二
年
に

西
方
寺
の
当
時
の
現
住
亨
誉
と
先
住
賢
誉
が
祐
天
寺
に
お
い
て
真
影

に
結
縁
し
て
い
る）

1（
（

こ
と
か
ら
、
そ
の
際
に
話
が
あ
り
、
祐
天
寺
か
ら

寄
進
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
像
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六

七
）
の
祐
天
五
十
回
忌
の
と
き
、
三
月
十
二
日
か
ら
十
八
日
ま
で
開

帳
）
1（
（

さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
体
は
、
神
津
島
濤
響
寺
の
坐
像
【
一
〇
】
で
あ
る
。
竹
姫

が
施
主
と
な
り
、
祐
天
寺
開
山
真
影
前
立
と
し
て
作
ら
れ
た
や
や
小

振
り
な
坐
像
）
1（
（

で
、
袈
裟
の
模
様
は
群
青
地
に
牡
丹
唐
草
が
あ
し
ら
わ

れ
て
い
る
。
西
方
寺
の
像
よ
り
一
週
間
遅
れ
て
、
三
月
十
五
日
の
祐

天
月
命
日
に
開
眼
さ
れ
た
。
こ
の
坐
像
は
、
明
治
二
一
年
に
濤
響
寺

へ
遷
座
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
、
地
役
人
・
名
主
を
始
め
念
仏
頭
や
講

頭
も
携
わ
っ
て
い
る
。
島
内
に
あ
る
秩
父
山
に
は
、
文
政
六
年
（
一

八
二
三
）
に
祐
天
名
号
を
彫
っ
た
石
塔
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
今
で

も
盆
中
に
は
自
宅
の
庭
に
海
岸
の
白
砂
を
敷
き
詰
め
て
碑
の
あ
る
方

向
に
礼
拝
す
る
と
い
う
家
も
あ
る
と
の
こ
と
で
、
祐
天
信
仰
か
ら
こ

の
像
が
遷
座
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
そ
の
他
の
肖
像
彫
刻
と
そ
の
信
仰

　

常
総
市
水
海
道
法
蔵
寺
の
坐
像
）
1（
（

【
八
】
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
累

済
度
の
祐
天
と
累
・
助
・
菊
の
像
が
共
に
安
置
さ
れ
、
累
の
伝
承
を

表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
本
勉
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
人
形
的

な
小
像
と
は
い
え
人
口
に
膾
炙
し
た
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
す

る
の
に
貢
献
し
た）

1（
（

」
も
の
と
言
え
る
。
祐
天
の
弟
子
祐
海
が
寄
進
し

た
。

　

栃
木
市
近
龍
寺
の
信
者
に
は
熱
心
に
祐
天
名
号
を
信
仰
す
る
板
倉

家
・
大
塚
家
・
三
谷
家
が
あ
り
、
墓
石
に
祐
天
名
号
を
彫
っ
た
り
、

盆
中
に
祐
天
名
号
を
掛
け
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
近
龍
寺
の
記
録
に

も
祐
天
名
号
な
ど
が
寺
宝
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
近
龍
寺
の
倚
像
【
一
三
】
は
、
文
化
一
二

年
（
一
八
一
四
）
に
地
元
の
仏
師
が
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た）

1（
（

。

『
祐
天
大
僧
正
利
益
記
』（
以
下
、『
利
益
記
』）
刊
行
後
、
徳
本
上
人

の
勧
化
も
加
わ
り
、
祐
天
信
仰
の
再
興
と
と
も
に
制
作
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。

　

小
田
原
道
場
院
に
は
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）、
祐
天
在
世
中
に

建
立
さ
れ
た
祐
天
名
号
石
塔
が
あ
る
。
そ
の
信
仰
が
引
き
継
が
れ
、

文
化
年
間
頃
に
祐
天
坐
像
【
一
四
】
が
制
作
さ
れ
安
置
さ
れ
た
。
こ
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の
像
の
台
座
の
背
も
た
れ
や
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
た
布
地
の
紋）

（0
（

な
ど
が
、

『
利
益
記
』
の
扉
に
描
か
れ
た
祐
天
肖
像
と
共
通
点
が
あ
り
、『
利
益

記
』
開
版
後
（
文
化
五
年
以
降
）
に
そ
れ
を
参
考
に
作
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
道
場
院
は
、
文
化
十
四
年
の
大
火
で
悉
く
焼
失）

（1
（

し
た
と
あ
り
、
そ
の
後
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
仏
師
銘
は
な

い
が
、
地
元
の
い
わ
ゆ
る
小
田
原
仏
師
）
（（
（

が
、
土
地
の
材
を
使
用
し
て

制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
。
祐
天
信
仰
は
篤
く
、
昭
和
中
期
ま
で
祐
天

講
が
存
在
し
、
十
夜
法
要
に
お
い
て
こ
の
坐
像
を
中
央
に
お
い
て
百

万
遍
を
修
し
て
い
た
。

　

館
林
善
導
寺
に
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
現
在
地
に
移
転
す
る
ま
で

祐
天
堂
）
（（
（

が
あ
り
、
か
つ
て
は
こ
こ
に
祐
天
像
【
一
六
】
が
安
置
さ
れ

て
い
た
。
善
導
寺
は
祐
天
が
師
僧
檀
通
の
出
世
に
随
身
し
て
行
っ
た

最
初
の
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
像
は
祐
天
の
法
系
で
あ
る
川
越
蓮
馨
寺

住
職
観
随
が
善
導
寺
運
誉
代
に
寄
付
し
た）

（（
（

も
の
で
あ
っ
た
。
観
随
と

運
誉
の
在
任
期
間
か
ら
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
か
ら
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。

四　

肖
像
彫
刻
の
分
類

　

祐
天
の
肖
像
彫
刻
は
、
そ
の
作
ら
れ
た
時
代
や
縁
起
に
よ
っ
て
分

類
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
イ
）
恩
徳
を
形
に
残
し
た
肖
像

　

初
期
の
在
世
中
に
制
作
さ
れ
た
肖
像
【
一
】【
二
】
は
、
蒙
っ
た

恩
徳
を
形
に
残
し
、
そ
の
証
し
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に

も
十
万
人
講
の
名
号
印
施
の
報
恩
と
思
わ
れ
る
清
光
寺
倚
像
【
七
】、

祐
天
が
中
興
開
山
と
な
っ
た
高
徳
院
倚
像
）
（（
（

【
一
九
】、
専
称
院
坐
像）

（（
（

【
二
〇
】
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

（
ロ
）
高
僧
と
し
て
記
録
さ
れ
た
肖
像

　

長
悦
の
御
影
【
三
】
は
説
法
し
て
い
る
凛
々
し
い
姿
を
写
し
、
増

上
寺
時
代
の
寿
像
二
体
【
四
】【
五）

（（
（

】
も
記
録
と
し
て
制
作
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
開
山
真
影
【
六
】
も
臨
終
の
姿
を
正
確
に
写
し

た
点
で
は
こ
の
分
類
に
該
当
す
る
。

（
ハ
）
信
仰
が
先
行
し
、
勧
請
さ
れ
た
肖
像

　

累
済
度
の
信
仰
か
ら
法
蔵
寺
へ
肖
像
【
八
】
が
安
置
さ
れ
、
祐
天

開
闢
の
常
念
仏
を
修
し
て
い
た
西
方
寺
へ
も
肖
像
【
九
】
が
贈
ら
れ

た
。
近
龍
寺
【
一
三
】
や
道
場
院
【
一
四
】
は
『
利
益
記
』
な
ど
の

版
本
の
普
及
や
名
号
信
仰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
肖
像
と
言
え
る
。

浄
念
寺
【
一
五
】
は
「
お
名
号
さ
ん）

（（
（

」
と
呼
ば
れ
る
流
行
病
退
散
の

祐
天
名
号
信
仰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
常
光
寺
に

は
累
得
脱
の
百
万
遍
数
珠
が
伝
わ
っ
て
お
り）

（（
（

、
そ
の
信
仰
に
よ
り
、

肖
像
【
一
七
】
が
贈
ら
れ
た）

（0
（

。
雲
天
寺
の
坐
像
【
二
一
】
は
、
祐
天
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が
雲
天
寺
に
て
説
法
し
た
と
の
伝
記
の
記
述
）
（1
（

が
あ
り
、
そ
の
信
仰
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宝
泉
寺
）
（（
（

に
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

に
建
立
さ
れ
た
「
祐
天
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
祐
天
名
号
石
塔
が
あ
り
、

祐
天
二
〇
〇
回
忌
の
法
要
が
営
ま
れ
る
ほ
ど
篤
い
祐
天
信
仰
故
の
肖

像
【
二
二
】
と
思
わ
れ
る
。

（
ニ
）
法
系
の
弟
子
や
個
人
の
信
仰
に
よ
る
肖
像

　

竹
姫
は
祐
天
三
十
三
回
忌
に
当
た
り
、
改
め
て
祐
天
の
肖
像
【
一

〇
】
を
制
作
し
納
め
た
。
祐
天
寺
六
世
祐
全
は
、
万
一
の
こ
と
を
考

え
て
開
山
真
影
を
模
刻
）
（（
（

【
一
二
】
し
、
祐
天
の
法
孫
祐
説
は
、
大
阪

に
源
正
寺
）
（（
（

を
建
立
し
て
祐
天
を
開
山
と
し
、
肖
像
【
二
三
】
を
祀
っ

た
。
ま
た
、
祐
天
の
菩
提
寺
で
あ
る
最
勝
院
）
（（
（

に
は
、
当
初
祀
ら
れ
た

経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
祐
天
寺
の
歴
代
等
に
よ
り
再
興
さ
れ
て
き

た
肖
像
【
一
一
】
が
あ
る
。
さ
ら
に
川
越
蓮
馨
寺
に
入
住
し
た
祐
天

法
系
の
観
随
は
、
館
林
善
導
寺
に
肖
像
【
一
六
】
を
贈
っ
て
い
る
。

廃
仏
毀
釈
後
の
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
制
作
さ
れ
た
坐
像
【
一

八
】
は
、
後
に
祐
天
寺
十
六
世
と
な
る
観
随
弟
子
霊
俊
が
住
職
を
し

て
い
た
聖
徳
寺
）
（（
（

に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

番
号

現
存

制
作
年

所
在
地
ま
た
は
名
称

種
類

像
高

仏
師

備
考

一

○

元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）

牛
島
時
代
（
祐
天
寺
）

坐
像

（1.0cm

牛
島
の
信
者
の
制
作
、
普
賢
寺
安
置
。

二

○

寛
延
三
（
一
七
五
〇
）以
前

元
禄
年
間
か

相
馬
市
興
仁
寺

坐
像

（（.（cm

『
不
亂
院
縁
起
』『
北
山
念
仏
堂
記
』
よ
り

三

行
方

不
明

宝
永
四
（
一
七
〇
七
）～
七

長
悦
の
御
影

坐
像

施
主
お
伝
の
方
（
瑞
春
院
）

四

○

正
徳
二
（
一
七
一
二
）

知
恩
寺

坐
像

（（.（cm

竹
崎
石
見

制
作
年
・
仏
師
は
『
寺
録
撮
要
』
よ
り

五

○

正
徳
三
（
一
七
一
三
）

増
上
寺
三
門

倚
像

（（cm
七
条
左
京

七
七
歳
寿
像

六

○

享
保
四
（
一
七
一
九
）

開
山
真
影
（
祐
天
寺
）

坐
像

（（cm
竹
崎
石
見

施
主
綱
吉
養
女
松
姫

七

○

享
保
年
間
（
一
七
一
六
～

一
七
三
六
）頃
か

松
阪
市
清
光
寺

倚
像

10（cm

十
万
人
講

表
１　

祐
天
の
肖
像
彫
刻
一
覧
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番
号

現
存

制
作
年

所
在
地
ま
た
は
名
称

種
類

像
高

仏
師

備
考

八

○

寛
保
元
（
一
七
四
一
）

常
総
市
法
蔵
寺

坐
像

（0.（cm

竹
崎
石
見

施
主
祐
天
寺
起
立
祐
海

九

○

寛
延
三
（
一
七
五
〇
）

松
阪
市
西
方
寺

坐
像

（（.（cm

竹
崎
石
見

三
月
六
日
祐
天
寺
に
て
開
眼
し
納
め
る
。
戸
張
施
主

竹
姫

一
〇

○

寛
延
三
（
一
七
五
〇
）

神
津
島
濤
響
寺

坐
像

（（.（cm

竹
崎
石
見

祐
天
寺
本
堂
中
央
前
立
と
し
て
三
十
三
回
忌
に
造
立

施
主
竹
姫

一
一

○

寛
政
四
（
一
七
九
二
）再
再

興

い
わ
き
市
最
勝
院

坐
像

（1.（cm

再
再
興
施
主
祐
東

一
二

所
在

不
明

寛
政
九
（
一
七
九
七
）

坐
像

竹
崎
石
見

【
六
】
開
山
真
影
の
模
刻
『
寺
録
撮
要
』
よ
り

一
三

○

文
化
一
二
（
一
八
一
五
）

栃
木
市
近
龍
寺

倚
像

（（.（cm

小
林
政
安

伝
祐
天

一
四

○

文
化
一
四
（
一
七
一
八
）以

降
か

小
田
原
市
道
場
院

坐
像

（1.0cm

小
田
原
の
仏
師
か

一
五

○

文
久
元
（
一
八
六
一
）再
興

か

気
仙
沼
市
浄
念
寺

倚
像

（（.0cm

伝
祐
天
。
法
然
上
人
六
五
〇
年
忌

一
六

行
方

不
明

文
久
元
（
一
八
六
一
）～

元
治
元
（
一
八
六
四
）の
間

館
林
市
善
導
寺

川
越
蓮
馨
寺
観
随
寄
付
、
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
現
存

か
。

一
七

○

大
正
三
（
一
九
一
四
）遷
座

小
山
市
常
光
寺

坐
像

（（.0cm

前
祐
天
寺
内
仏
殿
安
置

一
八

○

明
治
九
（
一
八
七
六
）

横
須
賀
市
聖
徳
寺

坐
像

（（.0cm

定
慶

施
主
宝
松
院
十
八
世
泰
成

一
九

○

明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）以

前

鎌
倉
市
高
徳
院

倚
像

（（.（cm

『
鎌
倉
江
の
島
名
所
図
会
』

二
〇

○

板
橋
区
専
称
院

坐
像

（（.（cm

江
戸
中
期
作
か

二
一

○

守
谷
市
雲
天
寺

坐
像

（1cm

二
二

○

大
台
町
宝
泉
寺

坐
像

（（cm

二
三

焼
失

大
阪
市
源
正
寺

『
天
王
寺
村
誌
』
よ
り
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五　

お
わ
り
に

　

祐
天
の
肖
像
彫
刻
は
、
在
世
中
の
元
禄
時
代
の
寿
像
か
ら
明
治
初

期
ま
で
制
作
し
続
け
ら
れ
た
。
史
料
年
代
と
像
の
移
動
に
よ
り
重
複

す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
二
十
三
体
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
内
十
九
体

が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
肖
像
彫
刻
は
、
単
な
る
記
録
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
信
仰
故
に
制
作
さ
れ
た
も
の
も
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

　

初
期
の
寿
像
は
報
恩
の
た
め
、
あ
る
い
は
記
憶
に
留
め
る
べ
き
高

僧
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
る
た
め
制
作
安
置
さ
れ
、
祐
天
寺
の
歴

代
や
法
系
の
弟
子
に
よ
っ
て
信
仰
深
い
地
へ
肖
像
が
贈
ら
れ
、
さ
ら

に
文
化
年
間
に
『
利
益
記
』
や
祐
天
を
題
材
と
し
た
伝
記
小
説
や
歌

舞
伎
等
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
る
信
仰
の
高
ま
り
か
ら
制
作
さ
れ
続

け
て
い
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

肖
像
彫
刻
の
調
査
は
修
復
等
の
機
会
が
な
い
と
詳
細
に
行
う
こ
と

が
難
し
く
、
ま
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
そ
の
よ

う
な
中
で
祐
天
名
号
の
信
仰
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
ま
で
、

あ
る
程
度
発
掘
で
き
た
。
平
成
二
九
年
の
祐
天
上
人
三
百
回
忌
を
機

縁
に
、
さ
ら
に
祐
天
信
仰
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

本
報
告
は
祐
天
寺
研
究
室
の
実
地
踏
査
等
の
研
究
成
果
か
ら
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

１　
『
御
府
内
備
考
続
編
巻
之
四
十
二
』（
文
政
八
年
書
上
）

２　
『
読
売
新
聞
』（
明
治
十
年
二
月
六
日
の
記
事
）

３　
『
不
亂
院
縁
起
』『
北
山
念
仏
堂
記
』
と
も
に
興
仁
寺
蔵

４　
『
相
馬
市
史
』

５　
「
長
悦
尊
影
由
来
記
」『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
一
上
、
一
二
八
頁
）

６　
「
餘
寺
安
置
御
影
事
」『
同
書
』（
一
上
、
一
二
五
頁
）

７　
「
開
山
真
影
之
事
」『
同
書
』（
一
上
、
一
二
二
頁
）。
東
京
都
指
定
有
形
文

化
財
。

８　

東
京
都
指
定
有
形
文
化
財
で
あ
る
当
像
修
復
に
あ
た
り
、
東
京
国
立
博
物

館
の
協
力
を
得
て
、
像
の
詳
細
な
調
査
を
実
施
（
平
成
二
八
年
）。

９　

吉
宗
公
御
成
『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
一
下
、
七
七
二
頁
）

10　
「
宝
暦
噺
し
」『
松
坂
市
史
』（
九
、
一
六
九
頁
）

11　
「
松
坂
権
輿
雑
集
第
五
」『
同
書
』（
九
、
一
二
六
頁
）

1（　

祐
天
寺
第
三
世
仁
誉
祐
益
か
ら
森
田
浄
源
宛
て
（
西
方
寺
蔵
）

1（　

戸
張
の
書
き
付
け
に
祐
益
の
署
名
付
き
で
竹
姫
様
御
寄
附
と
あ
る
。

1（　
「
増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
と
常
念
仏
」『
佛
教
論
叢
』（
五
十
七
、

一
三
七
頁
）

1（　

西
方
寺
蔵
祐
天
上
人
名
号
軸
裏
書
に
、
寛
延
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
２

日
間
、
祐
天
寺
の
祐
天
大
僧
正
真
影
並
び
に
霊
宝
結
縁
の
際
、
西
方
寺
現
住

亨
誉
上
人
先
住
賢
誉
上
人
が
祐
天
寺
に
来
て
祐
益
に
名
号
軸
の
表
書
を
依
頼

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

1（　
「
西
方
寺
文
書
」（
三
重
県
総
合
博
物
館
蔵
）

1（　
『
東
京
都
神
津
島
信
仰
関
連
文
化
財
集
中
調
査
報
告
書
』（
平
成
一
六
年
）

1（　
『
水
海
道
の
仏
像　

水
海
道
市
仏
像
彫
刻
悉
皆
調
査
報
告
書
』（
平
成
一
五

年
）
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1（　

胎
内
書
付
「
文
化
十
二
乙
亥
五
月
／
野
州
都
賀
郡
／
栃
木
続
平
柳
新
地
／

小
林
政
安
作
」

（0　

九
曜
紋
と
月
星
紋

（1　
『
平
成
版
浄
土
宗
神
奈
川
教
区
寺
院
誌
』（
平
成
二
一
年
）

（（　

清
水
眞
澄
「
小
田
原
の
彫
刻
史
と
「
小
田
原
仏
師
」」『
お
だ
わ
ら
―
歴
史

と
文
化
―
』
十
二
（
平
成
一
一
年
、
十
五
頁
）
な
ど

（（　
『
館
林
人
物
誌
』（
昭
和
十
六
年
）

（（　
『
改
正
善
導
寺
新
古
常
什
物
帳
』

（（　
「
鎌
倉
江
の
島
名
所
図
会
」『
明
治
東
京
名
所
図
会
』（
下
、
東
京
堂
出
版
、

一
九
九
二
）、『
鎌
倉
市
文
化
財
総
合
目
録
』（
書
籍
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸

篇
）（
同
朋
舎
、
一
九
八
六
）

（（　
『
板
橋
区
仏
像
調
査
報
告
書　

板
橋
の
仏
像
』、『
い
た
ば
し
の
寺
院
』（
文

化
財
シ
リ
ー
ズ
第
三
十
九
集
、
昭
和
五
七
年
）

（（　
「
餘
寺
安
置
御
影
事
」『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
一
上
、
一
二
五
頁
）、『
増

上
寺
史
料
集
』（
附
巻
）

（（　
『
鹿
折
村
誌
』。
年
号
は
胎
内
銘
よ
り
。

（（　
『
常
光
寺
誌
』（
昭
和
五
八
年
）

（0　
「
尊
像
奉
遷
添
書
」（
常
光
寺
蔵
）

（1　
「
祐
天
大
僧
正
伝
記
」『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
二
）
な
ど
。

（（　
『
大
台
町
史
』（
通
史
、
平
成
八
年
）

（（　
『
祐
天
寺
史
資
料
集
』（
一
上
、
一
二
四
頁
）

（（　
『
天
王
寺
村
誌
』（
大
正
一
四
年
）

（（　

像
の
書
き
付
け
か
ら
祐
天
寺
九
世
と
な
っ
た
祐
東
が
施
主
と
な
っ
て
寛
政

四
年
に
再
再
興
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
以
前
は
不
明
。

（（　

上
杉
孝
良
『
横
須
賀
の
仏
像
彫
刻
（
下
）』、『
新
横
須
賀
市
史
』（
別
編
文

化
遺
産
、
平
成
二
一
年
）。
胎
内
に
地
蔵
菩
薩
像
が
納
入
さ
れ
て
お
り
、
地

蔵
菩
薩
の
化
身
と
し
て
の
祐
天
を
顕
し
て
い
る
。
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一　

基
本
資
料
、
参
考
資
料

　

年
来
江
戸
時
代
の
青
森
県
西
部
（
旧
津
軽
領
）
の
浄
土
宗
諸
寺
院

の
動
向
を
調
査
し
た
中
で
、
言
及
し
て
い
な
い
、
見
落
と
し
て
い
た
、

ま
た
は
触
れ
ず
に
き
た
事
項
が
若
干
あ
る
。
当
初
は
他
資
料
の
傍
証

に
『
弘
前
藩
庁
日
記
）
1
（

』（
以
下
『
國
日
記
』）
を
用
い
て
い
た
が
、

『
國
日
記
』
の
記
事
）
（
（

に
特
徴
的
な
事
項
を
見
出
し
て
立
項
す
る
方
法

に
改
め
た
、
元
文
か
ら
寛
延
に
か
け
て
の
期
間
（
一
七
三
六
～
五

一
）
に
お
い
て
も
、
や
は
り
そ
れ
が
残
っ
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。

　

以
前
か
ら
参
考
と
し
て
用
い
て
き
た
『
永
禄
日
記
）
（
（

』『
平
山
日
記
）
（
（

』

は
、『
國
日
記
』
に
言
及
さ
れ
な
い
市
井
の
風
評
な
ど
を
知
る
う
え

で
特
に
有
用
で
あ
る
。
閲
覧
検
証
し
や
す
い
形
で
資
料
提
供
さ
れ
た

『
津
軽
編
覧
日
記
）
（
（

』『
本
藩
明
實
録
）
（
（

』
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
同
様
で

あ
る
。

　

他
に
元
文
か
ら
慶
応
ま
で
の
転
住
を
記
録
し
た
『
寺
社
吉
凶
帳
）
（
（

』

と
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
来
訪
し
た
善
光
寺
大
勧
進
へ
の
応

対
の
詳
細
記
録
『
善
光
寺
如
来
就
巡
行
御
用
留
書
）
（
（

』
が
あ
り
、
こ
れ

ら
も
貴
重
な
参
考
資
料
と
な
っ
た
。
両
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二　

享
保
の
藩
撰
史
書
『
津
軽
一
統
志
』
の
誤
認

　

か
つ
て
大
光
寺
村
（
平
川
市
）
に
存
在
し
た
三
重
塔
と
浄
土
宗
貞

昌
寺
、
誓
願
寺
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
に
、
失
念
し
て
い
た

の
が
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
成
立
の
藩
撰
史
書
『
津
軽
一
統

志
）
（
（

』
の
首
巻
、
神
社
仏
閣
関
連
に
お
け
る
浄
土
宗
貞
昌
寺
の
項
の
記

述
で
あ
る
。

開
基　

然
慶
妙
悠
大
姉
為
信
公
息
女
富
姫

津
軽
左
馬
婦
人

開
山　

岌
禎
法
庵
上
人
京
城
之
人

当
寺
者
然
慶
妙
悠
為
二
菩
提
一
於
大
光
寺
ニ
為
信
君
建
二
一
之
寶

塔
一
則
講
二
待
法
庵
而
令
下
遂
二
開
眼
供
養
一
傍
肇
二
一
宇
一
司
塔
中

之
事
上

元
文
・
寛
保
・
延
享
・
寛
延
年
間
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠　

藤　

聡　

明
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永
禄
三
庚
申
年
三
月
八
日
奉
二
為
桂
屋
貞
昌
一
（
下
略
）

と
あ
る
。
そ
も
そ
も
貞
昌
寺
の
寺
号
は
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）

に
没
し
た
藩
主
為
信
の
義
母
の
戒
名
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
の
桂
屋

貞
昌
大
姉
が
同
寺
の
開
基
で
あ
る
。
一
方
、
然
慶
妙
悠
大
姉
と
は
為

信
の
娘
富
で
家
臣
津
軽
建
広
の
妻
と
な
り
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇

三
）
に
没
し
て
い
る
。
そ
の
菩
提
寺
は
曹
洞
宗
藤
先
寺
で
あ
り
、
当

時
は
と
も
に
大
光
寺
村
（
平
川
市
）
に
あ
っ
た
が
、
貞
昌
寺
と
は
無

縁
で
あ
る
。

　
『
永
禄
日
記
』
お
よ
び
『
本
藩
明
實
録
』、
さ
ら
に
は
『
津
軽
編
覧

日
記
』
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
光
寺
村
の
五
重
塔
は
蹴

慶
長
八
年
、
然
慶
妙
悠
大
姉
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
、

藤
先
寺
の
も
の
で
あ
る
。
同
寺
を
貞
昌
寺
と
混
同
し
た
の
か
、
貞
昌

寺
の
所
有
と
誤
解
さ
れ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
事
実
認
定
に
誤
り
が

あ
る
。

三　

元
文
元
年
寺
院
名
鑑

　

元
文
元
年
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
が
、
一
例
と
し
て
、
ま
た
こ
の

年
代
区
分
の
初
頭
と
し
て
、
そ
の
時
点
の
諸
寺
院
の
歴
代
住
職
お
よ

び
そ
の
転
住
履
歴
か
ら
、
住
職
名
の
一
覧
を
作
り
出
す
こ
と
が
あ
る

程
度
で
き
る
。
こ
の
作
業
に
有
用
な
資
料
『
寺
社
吉
凶
帳
』
乾
坤
は
、

転
住
の
情
況
を
『
國
日
記
』
担
当
の
日
記
方
が
記
録
し
た
も
の
で
、

元
文
二
年
よ
り
天
保
一
三
年
ま
で
（
一
七
三
七
～
一
八
四
二
）
と
表

紙
に
あ
る
が
、
延
宝
七
年
か
ら
慶
応
二
年
（
一
六
七
九
～
一
八
六

六
）
分
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
期
間
は
『
國
日
記
』
に
匹

敵
す
る
が
、
事
例
の
す
べ
て
が
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
か
な

り
限
定
的
で
、
ご
く
一
部
の
事
実
を
特
定
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ

て
元
文
元
年
、
こ
の
時
点
で
寺
庵
の
存
立
確
認
が
で
き
な
い
現
存
寺

院
は
省
略
し
、
現
在
の
『
寺
院
名
鑑
』
に
準
じ
て
配
列
し
た
の
が
以

下
の
一
覧
で
あ
る
。

弘
前
城
下
新
寺
町　

貞
昌
寺　

僧
禄　
　

六
十
石　
　
　

良
得
知
全

　
　
　
　

新
寺
町　

白
狐
寺　

稲
荷
別
当　

九
石　
　
　

喜
譽
澄
水

　
　
　

貞
昌
寺
内　

徳
蔵
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無　

住

　
　
　
　
　
　
　
　

圓
城
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
還
愚
教

　
　
　
　
　
　
　
　

天
徳
寺　
　
　
　
　

御
目
見　
　
　

良
城
貞
俊

　
　
　
　
　
　
　
　

西
福
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
意
霊
賢

　
　
　
　
　
　
　
　

西
光
寺　
　
　
　
　

十
三
石　
　
　

良
応
中
契

　
　
　
　
　
　
　
　

遍
照
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不　

明

　
　
　
　
　
　
　
　

白
道
院　

白
旗
派　
　
　
　
　
　
　
　

不　

明

　
　
　

新
町　
　
　

誓
願
寺　
　
　
　
　

三
十
石　
　
　

良
顕
義
山

　
　
　

同
内　
　
　

専
求
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
眞
惠
全
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竜
泉
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不　

明

黒
石　
　
　
　
　
　

来
迎
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
澄
龍
玄

浅
瀬
石
村　
　
　
　

浅
瀬
石
村
庵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　

雲

中
野
村　
　
　
　
　

西
光
庵 

不　

明

碇
ケ
関
村　
　
　
　

碇
関
村
庵 

無　

住

藤
崎
村　
　
　
　
　

念
佛
堂
攝
取
院　
　
　
　
　
　
　
　
　

無　

住

桑
野
木
田
村　
　
　

浄
圓
寺 

良
幸
辯
岌

廣
須
村　
　
　
　
　

長
福
寺 

不　

明

深
浦
村　
　
　
　
　

荘
厳
寺 

不　

明

關
村　
　
　
　
　
　

浄
安
寺 

不　

明

鯵
ケ
澤　
　
　
　
　

法
王
寺 

良
容
寂
聞

廻
關
村　
　
　
　
　

護
念
庵 

不　

明

十
三
村　
　
　
　
　

湊
迎
寺　
　
　
　
　

二
十
石 
良
悟
碩
運

飯
詰
村　
　
　
　
　

大
泉
寺 
辯　

秀

廣
田
村　
　
　
　
　

専
念
寺 

不　

明

深
郷
田
村　
　
　
　

善
導
寺 

良
恩
知
圓

板
屋
野
木
村　
　
　

大
善
寺 

良
接
教
運

鶴
田
村　
　
　
　
　

称
光
庵 

無　

住

青
森　
　
　
　
　
　

正
覚
寺 

良
普
廓
吞

油
川
村　
　
　
　
　

淨
満
寺 

良
端
快
辯

奥
内
村　
　
　
　
　

青
岸
寺 

良
念
觀
榮

蟹
田
村　
　
　
　
　

専
念
寺 

良
停
傳
屋

今
別
村　
　
　
　
　

本
覚
寺 

良
愚
忍
秀

平
館
村　
　
　
　
　

平
館
村
庵 

道
閑
道
心

黒
石
領
小
湊　
　
　

淨
林
寺 

良
見
慈
圓

　

不
明
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
理
由
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
当
該

時
期
の
住
職
が
全
く
確
認
で
き
な
い
例
。
も
う
一
つ
は
候
補
者
が
複

数
で
、
こ
の
時
点
で
そ
の
う
ち
の
誰
な
の
か
を
特
定
で
き
な
い
場
合

で
あ
る
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
こ
の
後
の
昇
転
が
確
認
で
き
な
い
人
物
と
、
後

年
昇
転
し
た
末
に
不
遇
な
末
路
を
た
ど
っ
た
人
物
に
、
ほ
ぼ
色
分
け

さ
れ
る
。「
不
明
」
も
誰
か
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
人
材
不
足
が
感
じ

ら
れ
る
。
人
材
難
は
そ
の
時
点
で
は
し
の
げ
る
も
の
の
、
後
年
に
教

団
と
し
て
の
弱
体
化
を
招
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

四　

延
享
二
年
、『
國
日
記
』
の
清
書
省
略

　

本
稿
に
『
國
日
記
』
の
資
料
性
格
を
論
ず
る
意
図
は
な
い
が
、
依

拠
し
た
文
献
（
こ
の
場
合
『
國
日
記
』）
の
側
に
変
化
が
生
じ
た
場

合
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
元
文
か
ら
寛
延
と
区
切
っ
た
こ
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の
期
間
に
は
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
し
、『
國
日
記
』
か
ら
得
ら
れ

る
情
報
量
が
減
少
し
た
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
二
月
二
十
二
日
、

『
國
日
記
』
の
清
書
を
担
当
す
る
日
記
方
が
家
老
に
対
し
、
作
業
の

遅
滞
を
理
由
に
四
四
項
目
の
清
書
省
略
を
申
し
出
た
。
要
請
は
ほ
ぼ

容
れ
ら
れ
、
四
二
項
目
の
省
略
が
認
め
ら
れ
た
。
五
月
二
十
五
日
付

で
倹
約
の
一
環
と
し
て
諸
部
署
に
対
し
紙
、
墨
、
筆
等
の
支
給
半
減

が
通
達
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
清
書
分
量
を
削
減
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
結
果
と
言
え
る
の
か
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、『
國
日

記
』
史
上
最
も
記
録
分
量
が
多
い
と
見
受
け
ら
れ
る
元
文
年
代
の
分

か
ら
一
転
、
続
く
寛
保
年
代
の
も
の
は
記
録
が
激
減
し
て
お
り
、
文

献
資
料
の
外
見
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
延
享
二
年
二
月
時
点

で
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
二
月
分
を
清
書
し
て
い
た
も
の
と
好
意

的
に
解
釈
し
て
も
、
満
四
年
の
作
業
遅
延
が
生
じ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
記
録
の
減
量
に
伴
い
、
事
態
が
読
み
取
れ
な
く
な
る
事

例
が
出
現
し
た
。
次
項
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

五　

延
享
四
年
、
善
光
寺
如
来
の
出
開
帳

　

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）、
信
濃
善
光
寺
大
勧
進
が
来
訪
す
る
。

元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
一
）
以
来
半
世
紀
ぶ
り
の
こ
と
で
前
回
の
事

情
に
記
憶
を
残
す
人
は
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
前
例
を
参
照
で
き
る

の
が
、『
國
日
記
』
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
為
政
者
側
は
も
ち
ろ
ん
、

過
去
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
に
受
け
入
れ
を
強
要
さ
れ
る
寺
院
側
に
も

有
意
義
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
後
世
の
者
に
さ
え
、
事
実
を

語
り
か
け
る
。

　

と
こ
ろ
が
本
件
は
関
係
記
事
が
簡
略
で
、
浄
土
宗
寺
院
と
の
関
与

を
想
定
で
き
な
か
っ
た
。『
國
日
記
』
延
享
四
年
二
月
十
五
日
、

一
信
州
善
光
寺
勧
化
巡
行
之
節
、
御
用
取
扱
役
人
今
日
於
御
用

所
、
牧
野
左
次
郎
申
渡
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
社
奉
行　

三
上
孫
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
名
略
）

右
之
面
々
右
御
用
懸
り
被
仰
付
候
旨
、
左
次
郎
申
渡
之
、

一
右
巡
行
本
尊
并
霊
寶
等
開
帳
付
、
当
番
通
用
申
付
之
、
委
細

別
帳
記
之
右
別
帳
数
冊

さ
ら
に
『
國
日
記
』
八
月
十
七
日
、

（
上
略
）
貞
昌
寺
儀
此
度
霊
山
院
宿
坊
被
仰
候
付
、
自
分
之
作

事
等
差
急
内
々
物
入
茂
致
候
様
相
関
候
、
依
之
米
弐
拾
俵
被
下

置
候
、
此
段
申
渡
候
、

と
あ
る
。
こ
の
霊
山
院
、
ま
た
元
禄
の
戒
善
院
が
善
光
寺
大
勧
進
の

一
代
称
号
と
知
ら
れ
な
け
れ
ば
、
前
掲
二
つ
の
記
事
は
結
び
つ
か
な

い
。
そ
う
し
た
事
情
は
、
記
録
の
視
点
が
異
な
る
『
永
禄
日
記
』
か



─ 1（（ ─

ら
簡
略
に
知
り
得
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
『
永
禄
日
記
』
に
は
、

八
月
二
日
善
光
寺
如
来
西
ノ
関
よ
り
御
国
ニ
入
、
八
日
浪
岡
江

参
、
十
三
日
南
部
へ
通
る
。

善
光
寺
如
来
弘
前
貞
昌
寺
ニ
而
開
帳
、
夫
よ
り
青
森
ヘ
参
松
前

へ
渡
候
。

と
記
さ
れ
る
。
文
ご
と
に
は
事
実
を
伝
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
の
記
事
は
前
後
関
係
に
疑
問
が
あ
る
。
仮
に
前
段
の
「
御
国
ニ

入
」
の
次
に
後
段
の
「
開
帳
」
ま
で
を
入
れ
、
前
段
の
「
浪
岡
江

参
」
に
後
段
の
「
夫
よ
り
」
以
下
を
続
け
、
最
後
を
第
一
段
落
末
尾

の
「
十
三
日
」
以
下
と
す
る
な
ら
、
一
連
の
行
程
の
地
理
的
連
続
性

が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
『
國
日
記
』『
永
禄
日
記
』
の
記
録
確

度
で
は
な
く
、「
貞
昌
寺
ニ
而
開
帳
」
を
め
ぐ
る
動
向
で
あ
る
。
善

光
寺
如
来
の
開
帳
は
天
台
宗
の
行
事
で
あ
る
。
領
内
に
天
台
宗
寺
院

が
な
け
れ
ば
と
も
か
く
、
近
隣
に
僧
禄
報
恩
寺
が
存
在
す
る
以
上
、

そ
ち
ら
を
依
所
宿
坊
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
情

は
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、
一
行
の
担
当
は
貞
昌
寺
と
さ
れ
た
。
延
享

元
年
五
月
、
遊
行
上
人
の
廻
国
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
直
近
の
実
績

が
頼
り
に
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
こ
れ
が
貞
昌
寺
に

は
か
な
り
の
負
担
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。

　
『
國
日
記
』
が
「
委
細
別
帳
記
之
」
と
し
た
も
の
自
体
か
ど
う
か

は
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
れ
に
近
い
と
み
ら
れ
る
の
が
町
年
寄

松
井
四
郎
兵
衛
に
よ
る
『
善
光
寺
如
来
就
巡
行
御
用
留
書
』
と
い
う
、

詳
細
な
記
録
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
か
ら
こ
の
勧
進
は
善
光
寺
諸

堂
建
立
の
た
め
幕
府
の
裁
可
を
得
て
の
も
の
で
、
貞
昌
寺
を
宿
坊
と

す
る
こ
と
、
料
理
は
天
台
宗
寺
院
が
受
け
持
つ
こ
と
等
の
取
り
決
め

が
記
さ
れ
て
い
る
。
記
録
分
量
は
多
大
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
。

　

さ
ら
に
『
津
軽
編
覧
日
記
』『
本
藩
明
實
録
』
に
は
、
こ
の
時
の

活
況
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
に
記
さ
れ
た
落
首
は

「
銭
百
て
地
獄
を
破
る
銭
好
寺
田
畑
荒
ら
す
雨
た
仏
か
な
」
な
ど
六

首
、
落
書
一
つ
と
と
も
に
、
世
相
を
射
抜
く
視
点
だ
け
で
は
な
く
、

用
い
ら
れ
た
掛
け
言
葉
や
縁
語
も
作
者
の
知
識
と
力
量
に
感
服
さ
せ

ら
れ
る）

10
（

。

六　

名
越
本
山
専
称
寺
関
係
資
料

　

以
前
こ
の
年
代
の
事
項
を
扱
っ
た
頃
と
同
時
期
に
、
東
北
地
方
の

浄
土
宗
史
、
特
に
か
つ
て
東
北
に
勢
力
を
維
持
し
た
名
越
派
の
研
究

者
で
あ
る
吉
水
成
正
氏
よ
り
、
労
作
『
浄
土
宗
名
越
派
資
料
集
』
を
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恵
投
い
た
だ
い
た
。
当
時
は
『
國
日
記
』
の
資
料
収
集
、
解
読
、
検

討
の
並
行
作
業
で
高
書
の
成
果
の
援
用
、
反
映
な
ど
は
叶
わ
ず
、
残

念
な
が
ら
近
年
ま
で
そ
の
有
用
性
を
生
か
せ
ず
に
い
た
。

　

し
か
し
同
書
第
一
部
「
古
文
書
」
の
う
ち
で
年
代
が
判
定
さ
れ
た

も
の
と
、
第
二
部
「
入
寺
帳
」
の
一
部
は
本
稿
に
扱
っ
た
時
期
と
一

致
す
る
。
特
に
前
者
は
津
軽
領
内
の
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢
を
記
し
た

も
の
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
金
光
上
人
に
言
及
す
る
資
料
の
あ

る
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

一
、
過
ル
六
月
上
旬
、
世
間
風
聞
ニ
冏
岸
司
被
申
候
迚
、
円
戒

相
承
ハ
石
垣
金
光
ゟ
五
百
年
以
来
奥
州
ニ
ハ
某
計
と
被
咄
候
由

及
承
候
、
拙
僧
所
存
ニ
ハ
、
名
越
新
戒
儀
相
承
譜
脈
ニ
従
叡
空

妙
観
迄
嫡
々
相
伝
と
御
座
候
上
、
殊
ニ
矢
の
目
月
形
箱
ニ
円
戒

之
諸
道
具
被
納
之
由
、
先
師
之
定
刺
ニ
御
座
候
間
、
石
垣
金
光

以
来
奥
州
ニ
ハ
某
計
と
被
申
候
儀
、
至
而
不
得
其
意
候
、
宗
派

之
僧
徒
、
皆
御
本
山
相
承
之
円
戒
）
11
（

（
下
略
）

　

こ
の
一
連
の
文
書
は
、
仙
台
八
塚
正
雲
寺
の
弟
子
冏
岸
が
寛
保
元

年
（
一
七
四
一
）
春
、
江
戸
下
谷
の
敬
首
よ
り
円
頓
戒
の
相
伝
を
受

け
、
国
元
に
帰
っ
て
専
称
寺
の
譜
脈
に
異
論
を
唱
え
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
仙
台
の
浄
土
宗
寺
院
は
連
印
の
訴
状
を
専
称
寺
、
さ
ら
に
は

増
上
寺
へ
提
出
、
最
終
的
に
冏
岸
は
追
放
、
師
匠
正
雲
寺
は
隠
居
の

裁
定
が
増
上
寺
役
者
に
よ
り
十
一
月
に
下
さ
れ
て
い
る
。
戒
脈
相
承

の
問
題
と
い
う
面
が
あ
り
、
こ
れ
ら
だ
け
で
は
何
と
も
言
い
難
い
が
、

金
光
上
人
が
円
頓
戒
に
関
与
あ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。

七　

専
称
寺
入
寺
帳
に
み
る
入
山
と
そ
の
後

　

本
稿
に
設
定
し
た
時
期
の
名
越
本
山
専
称
寺
の
入
寺
帳
は
、
宇
高

良
哲
氏
が
あ
る
講
習
会
で
資
料
提
示
さ
れ
、
同
氏
と
開
催
教
区
の
好

意
に
よ
り
複
写
を
入
手
で
き
た
。
第
三
項
に
記
し
た
歴
代
住
職
お
よ

び
転
住
履
歴
の
調
査
の
補
強
に
有
益
で
あ
り
、
そ
れ
に
て
事
足
れ
り

と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
前
項
で
取
り
上
げ
た
『
浄
土
宗
名
越
派
資

料
集
』
は
、
こ
の
入
寺
帳
の
翻
刻
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
元
文

元
年
以
降
と
い
う
本
稿
の
設
定
期
間
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
年
代
の
『
専

称
寺
入
寺
帳
』
の
収
載
は
、
新
た
な
知
見
と
仮
説
を
得
る
に
至
っ
た
。

　

同
時
期
、
津
軽
か
ら
二
四
人
の
入
山
者
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、

後
年
津
軽
で
住
職
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
一
〇
人
で
あ

る
。
歴
代
住
職
の
調
査
と
は
も
と
よ
り
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
も

う
少
し
は
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
今

で
言
う
ユ
ー
タ
ー
ン
就
職
の
割
合
が
低
い
。
こ
れ
は
名
越
派
の
勢
力

が
強
か
っ
た
地
域
の
う
ち
本
山
に
至
近
の
福
島
県
浜
通
り
を
除
き
、

山
形
内
陸
、
仙
台
周
辺
、
さ
ら
に
は
栃
木
県
東
部
の
事
情
や
他
の
時
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期
の
状
況
を
合
わ
せ
見
な
け
れ
ば
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

　

乏
し
い
デ
ー
タ
か
ら
で
は
あ
る
が
、
津
軽
か
ら
の
入
山
者
の
帰
郷

率
を
み
る
と
、
気
付
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
期
前
半
の
元
文
・
寛

保
に
入
山
し
た
者
は
八
名
、
津
軽
で
住
職
に
な
っ
た
確
認
が
で
き
る

人
物
は
そ
の
う
ち
二
人
で
あ
る
。
後
半
期
の
延
享
・
寛
延
で
は
、
入

山
一
六
名
、
帰
郷
後
の
住
職
就
任
が
確
認
さ
れ
る
の
は
八
人
で
あ
る
。

実
数
と
し
て
多
く
は
な
い
が
、
延
享
以
降
に
増
加
を
み
る
の
は
第
三

項
に
述
べ
た
人
材
難
の
危
惧
に
よ
る
、
危
機
感
の
反
映
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
『
専
称
寺
入
寺
帳
』
が
寛
延
三
年
以
降
し
ば
ら
く

欠
本
で
連
続
的
な
成
果
が
得
ら
れ
ず
、
仮
説
の
域
を
出
な
い
。

八　

誓
願
寺
失
火

　

延
享
四
年
九
月
十
九
日
の
誓
願
寺
の
火
災
に
つ
い
て
は
、
以
前
こ

の
年
代
を
扱
っ
た
際
に
取
り
上
げ
た
の
で
、
そ
の
時
に
用
い
て
い
な

い
資
料
の
提
示
に
と
ど
め
る
。『
本
藩
明
實
録
』
に
、

一
九
月
十
九
日
之
夜
、
誓
願
寺
焼
失
、
御
位
牌
并
御
印
大
仏
壇

中
之
過
去
帳
迄
一
切
出
不
申
、
衣
類
諸
器
物
斗
取
出
候
由
、
住

持
退
院
被
仰
付
候
）
1（
（

、

　

お
そ
ら
く
巷
聞
こ
の
よ
う
に
囁
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
事

実
は
若
干
異
な
る
。『
國
日
記
』
延
享
四
年
十
月
四
日
、

（
上
略
）
住
職
御
免
被
仰
付
、
在
末
庵
五
林
平
薬
王
庵
江

引
取

申
度
旨
申
出
候
間
、
則
口
上
書
指
上
候
、
其
身
老
躰
殊
病
身
ニ

御
座
候
間
、
右
申
立
之
通
被
仰
付
被
下
置
度
奉
存
候

　

末
庵
へ
隠
居
し
た
の
は
、
元
文
元
年
に
は
黒
石
来
迎
寺
の
龍
玄
で

あ
る
。

九　

お
わ
り
に

　

元
文
か
ら
寛
延
の
『
國
日
記
』
を
再
検
討
し
、
同
時
期
の
文
献
を

参
考
に
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢
を
概
観
し
た
。
こ
の
時
期
は

正
徳
年
間
か
ら
始
ま
っ
た
藩
財
政
の
困
窮
が
さ
ら
に
進
行
、
不
景
気

な
世
情
で
あ
っ
た
。『
國
日
記
』
に
み
る
限
り
、
浄
土
宗
寺
院
も
出

費
を
伴
う
特
別
な
行
事
や
事
業
は
全
く
と
言
え
る
ほ
ど
行
な
わ
れ
て

い
な
い
。
そ
こ
へ
延
享
元
年
と
四
年
、
遊
行
上
人
と
善
光
寺
大
勧
進

の
相
次
い
で
の
来
訪
で
あ
る
。
貞
昌
寺
の
困
惑
が
偲
ば
れ
る
。
な
お

遊
行
上
人
の
廻
国
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
五
）
以
来
三
十
年
ぶ
り

で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
、
似
て
は
い
る
が
本
来
の
意
趣
を
異
に
す
る
。
前
者
は

最
終
的
に
は
賦
算
、
す
な
わ
ち
お
札
配
り
。
一
方
後
者
は
勧
進
、
す

な
わ
ち
募
財
を
企
図
し
て
い
る
。
こ
の
遊
行
上
人
の
廻
国
の
性
格
が
、

や
や
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。『
國
日
記
』
延
享
元
年
五
月
二
日
、
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（
上
略
）
尤
近
年
遊
行
上
人
御
朱
印
ニ

而
廻
国
ニ
者
無
之
様
、

兼
而
於
其
御
地
御
沙
汰
御
座
候
得
共
、
前
々
之
通
今
以
御
朱
印

ニ
而
廻
国
御
座
候
、
兎
角
前
々
之
通
御
取
扱
可
然
旨
御
聞
茂
申

候
間
、
諸
事
被
為
相
減
候
儀
者
罷
成
間
敷
と
存
候
（
下
略
）

幕
府
の
意
向
に
よ
る
来
訪
で
は
な
い
ら
し
い
と
の
見
方
が
あ
り
な
が

ら
、
今
回
は
従
来
通
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。
し
か
し
、

以
前
ほ
ど
周
到
か
つ
充
分
な
接
待
は
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家

老
の
上
人
宛
信
書
に
も
、
い
く
ぶ
ん
冷
や
や
か
さ
を
覚
え
る
。

　

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
は
善
光
寺
の
開
帳
の
方
が
盛
大
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
こ
ち
ら
は
前
述
の
通
り
幕
府
公
許
で
、
大
名
行
列
に
も
似

た
仰
々
し
さ
が
『
善
光
寺
如
来
就
巡
行
御
用
留
書
』
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
。『
津
軽
編
覧
日
記
）
1（
（

』
に
は
、

御
印
文
百
文
、
中
尊
御
影
弐
百
文
、
御
半
紙
六
文
、
本
尊
御
影

弐
百
文

と
あ
り
、
い
わ
ば
善
光
寺
グ
ッ
ズ
の
頒
布
に
よ
る
募
財
で
あ
る
。
購

入
行
為
は
お
そ
ら
く
善
根
を
積
む
も
の
と
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

冷
徹
な
目
で
見
て
い
た
の
は
「
銭
好
寺
」
と
評
し
た
『
津
軽
編
覧
日

記
』
収
載
の
落
首
、
落
書
の
作
者
で
あ
っ
た
。

　

失
火
に
よ
る
伽
藍
の
焼
失
や
僧
侶
の
変
死
、
不
行
跡
に
よ
る
追
院

な
ど
、
不
祥
事
が
目
立
つ
期
間
で
あ
っ
た
。
寛
延
二
年
（
一
七
四

五
）
五
月
の
貞
昌
寺
鐘
楼
建
立
が
唯
一
明
る
い
話
題
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
梵
鐘
も
、
平
穏
の
音
色
を
奏
で
得
な
か
っ

た
。１　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

２　
『
佛
教
論
叢
』
四
七
号
拙
稿
参
照
。

３　

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
刊
み
ち
の
く
叢
書
一
。

４　

同
前
み
ち
の
く
叢
書
一
五
。

５　

二
〇
〇
六
年
の
畑
山
信
一
氏
解
読
本
一
三
冊
と
、
二
〇
一
〇
年
以
降
刊
の

弘
前
図
書
館
作
成
の
対
訳
本
が
あ
る
。
拙
稿
に
い
う
対
訳
本
は
、
原
資
料
一

冊
か
ら
三
冊
上
を
収
載
し
た
後
者
第
一
製
本
。

６　

前
掲
み
ち
の
く
叢
書
四
五
、『
本
藩
明
實
録
・
本
藩
事
實
集
』
上

７　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

８　

上
中
下
三
巻
、
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

９　
『
新
編
青
森
縣
叢
書
』
第
一
巻
。

10　

畑
山
信
一
『
津
軽
落
書
考
』
の
、
同
氏
の
所
論
で
あ
る
。

11　

吉
水
成
正
編
『
浄
土
宗
名
越
派
資
料
集
』
四
頁
。

1（　

（
本
三
三
八
頁
。

1（　

（
の
畑
山
解
読
本
第
七
冊
二
四
頁
。
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『
成
実
論
』
の
敦
煌
写
本
に
つ
い
て

大　

屋　

正　

順

は
じ
め
に

　

筆
者
は
以
前
、
北
魏
敦
煌
鎮
で
写
経
の
指
導
的
立
場
に
あ
り
一
つ

の
集
団
を
形
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
令
狐
崇
哲
が
関
わ
っ
た
写
経

の
中
か
ら
、
本
人
が
書
写
者
で
あ
る
四
本
、
典
経
師
を
担
っ
た
も
の

の
中
か
ら
四
本
、
影
響
が
み
ら
れ
る
新
資
料
を
五
本
取
り
上
げ
、
識

語
・
名
前
・
特
徴
的
な
文
字
に
つ
い
て
考
察
し
た）

1
（

。
ま
た
、
本
人
自

筆
の
四
本
の
一
つ
で
あ
る
『
誠
実
論
』
巻
第
八
（
Ｐ
二
一
七
九
）
を

取
り
上
げ
、
用
筆
法
と
結
体
な
ど
の
書
き
ぶ
り
を
精
査
し
て
書
風
の

特
徴
を
具
体
的
に
示
し
た）

（
（

。
そ
の
過
程
で
、
令
狐
崇
哲
が
関
わ
っ
た

写
経
群
に
『
華
厳
経
』
と
『
成
実
論
』
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
分

か
り
、
こ
れ
は
荒
牧
典
俊
氏
が
提
唱
す
る
北
魏
平
城
仏
教･

北
魏
洛

陽
仏
教
）
（
（

の
軸
と
な
る
経･

論
と
合
致
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
で

は
、
こ
の
経･

論
が
結
び
つ
く
場
の
一
つ
と
し
て
北
魏
敦
煌
鎮
の
令

狐
崇
哲
写
経
を
提
示
し
た
い
。

一　
『
成
実
論
』
と
そ
の
注
釈
書
の
敦
煌
写
本

　
『
成
実
論
』
の
敦
煌
写
本
は
、『
新
国
訳
大
蔵
経　

成
実
論
）
（
（

』
に

「『
成
実
論
』
に
関
す
る
参
考
文
献
）
（
（

」
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
はGiles

目
録
か
ら
の
転
記
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、『
敦

煌
遺
書
総
目
索
引
新
編
』
を
基
礎
に
『
英
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
遺

書
』『
敦
煌
宝
蔵
』
の
情
報
を
加
え
て
整
理
す
る
。

［1］
Ｓ
一
三
〇
〇
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
成
實
論
巻
第
十
二
【
品

題
】
滅
盡
品
第
一
百
五
十
四
・
誠
實
論
道
諦
聚
定
論
中
定
因
品
第

一
百
五
十
五
・
定
想
品
第
一
百
五
十
六
・
三
三
昧
品
第
一
百
五
十

七
・
四
修
定
品
第
一
百
五
十
八
・
四
無
量
定
品
第
一
百
五
十
九
・

五
聖
三
昧
品
第
一
百
六
十
・
六
三
昧
品
第
一
百
六
十
一
・
七
三
昧

品
第
一
百
六
十
二
・
八
解
脱
品
第
一
百
六
十
三
【
識
語
】
な
し
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［（］
Ｓ
一
三
一
四
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
な
し
【
品
題
】
世
諦
品
第

一
百
五
十
二
【
識
語
】
な
し

［（］
Ｓ
一
四
二
七
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
成
實
論
巻
第
十
四
【
品

題
】
九
結
品
第
一
百
三
十
七
・
雑
問
品
第
一
百
三
十
八
・
断
過
品

第
一
百
三
十
九
・
明
因
品
第
一
百
四
十
【
識
語
】
經
生
曹
法
壽
所

寫　

用
帋
廿
五
張
／
永
平
四
年
歳
次
辛
卯
七
月
廿
五
日
燉
煌
鎮
官

經
生
曹
法
壽
所
寫
論
成
訖
／
典
經
師
令
狐
崇
哲
／
校
經
道
人
恵
顕

［（］
Ｓ
一
五
四
七
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
誠
實
論
巻
経
第
十
四
【
品

題
】
破
聲
品
第
一
百
四
十
八
・
破
香
味
触
品
第
一
百
四
十
九
・
破

意
識
品
第
一
百
四
十
（
原
文
マ
マ
）・
破
因
果
品
第
一
百
五
十

一
・
世
諦
品
第
一
百
五
十
二
・
滅
法
心
品
第
一
百
五
十
三
・
滅
盡

品
第
一
百
五
十
四
【
識
語
】
用
帋
廿
八
張
／
延
昌
元
年
歳
在
壬
辰

八
月
五
日
燉
煌
鎮
官
經
生
劉
広
周
所
寫
論
成
訖
／
典
經
師
令
狐
崇

哲
／
校
經
道
人
洪
儁

［（］
Ｓ
三
一
〇
八
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
な
し
【
品
題
】
九
結
品
第

一
百
卅
七
・
雑
問
品
第
一
百
卅
八
・
断
過
品
第
一
百
卅
九
【
識

語
】
な
し

［（］
Ｓ
六
八
二
五
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
大
毘
婆
沙
論
雑
抄
一
巻

【
品
題
】
誠
実
論
六
神
通
品
第
一
百
九
十
七
・
発
智
論
見
蘊
第
八

等
【
識
語
】
な
し

［（］
Ｐ
二
一
七
九
【
首
題
】
な
し
【
尾
題
】
誠
実
論
巻
第
八
【
品
題
】

誠
実
論
集
諦
聚
業
論
中
業
相
品
第
九
十
五･

無
作
品
第
九
十
六･

故
不
故
品
第
九
十
七･

軽
重
罪
品
第
九
十
八･

大
小
利
業
品
第
九

十
九･

三
業
品
第
一
百
【
識
語
】
延
昌
三
年
歳
次
甲
午
六
月
十
四

日
燉
煌
鎮
経
生
師
令
狐
崇
哲
於
法
海
寺　

寫
此
論
成
訖
竟
／
用
帋

廿
六
張
／
校
経
道
人）

（
（

　

ま
た
、
敦
煌
写
本
の
中
に
『
成
実
論
』
の
注
釈
書
が
存
在
す
る
。

荒
牧
氏
の
論
攷）

（
（

･

『
新
国
訳
大
蔵
経
）
（
（

』
に
『
敦
煌
秘
笈
』
の
情
報
を

加
え
、
現
存
す
る
『
成
実
論
』
の
注
釈
書
を
整
理
す
る
。

［（］
Ｓ
六
四
九
二
…
原
題
名
は
尾
題
に
「
大
義
章
巻
第
五
」
と
あ
る
が
、

荒
牧
氏
の
論
攷
で
は
『
成
実
論
大
義
章
』
と
「
成
実
論
」
を
補
っ

て
い
る
。
識
語
に
は
「
大
統
十
六
年
（
五
五
〇
）
歳
次
庚
午
二
月

廿
一
日
比
丘
僧
寶
城
□
寫
」
と
あ
る
。

［（］
Ｓ
二
四
六
三
…
原
題
名
の
記
載
は
な
い
が
荒
牧
氏
の
論
攷
で
は

「『
成
実
論
』
冒
頭
部
に
対
す
る
章
形
式
の
論
書
」
と
し
て
い
る
。

［10］
『
敦
煌
巻
子
』
一
三
一
番
…
原
題
名
は
『
成
実
論
義
記
』。『
敦
煌

巻
子
』
下
冊
（
普
及
本
、
石
門
図
書
公
司
、
台
北
、
一
九
七
六
、

一
二
二
五
～
一
二
三
一
頁
）
所
収
。
石
井
公
成
氏
に
よ
る
指
摘
。

［11］
羽
一
八
二
…
原
題
名
は
尾
題
に
『
誠
實
論
義
記
巻
第
四
』
と
あ
る
。

『
敦
煌
秘
笈
』
影
印
冊
三）

（
（

所
収
。
紙
数
は
三
六
、
字
詰
め
は
三
四
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～
三
六
字
。
楷
書
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
第
一
一
紙
の
途
中
か
ら

草
体
化
し
て
い
る）

10
（

。

［1（］
羽
四
六
四
…
新
題
名
を
『
擬
成
実
論
疏
』
と
し
、
参
考
に
『
成
実

論
』
明
本
宗
品
を
挙
げ
て
い
る
。『
敦
煌
秘
笈
』
影
印
冊
六）

11
（

所
収
。

　

こ
こ
で
、
題
号
に
注
目
す
る
と
「
成
実
論
」
と
「
誠
実
論
」
の
両

方
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

［1］
は
、
尾
題
で
は
「
成
」
と
し
て
い
て
も
、

品
題
に
題
号
を
付
す
場
合
に
「
誠
」
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
全
般

的
に
「
誠
」
字
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、『
成
実
論
』
の
分
巻
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

［1］
で
は
「
巻

第
十
二
」
で
品
題
「
一
五
四
」
か
ら
始
ま
る
が
、

［（］
で
は
「
巻
第
十

四
」
で
品
題
「
一
三
七
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
巻
数
の
分
け

方
に
違
い
が
あ
る
。
訳
出
時
は
一
六
巻
だ
っ
た
が
、
現
存
の
蔵
経
で

も
宋･

元･

明
本
と
宮
本
は
二
〇
巻
、
麗
本
で
は
一
六
巻
、
そ
の
他

の
経
録
で
は
一
四･

一
六･

二
〇･

二
一･

二
四
等
の
記
録
が
あ
る

な
ど
非
常
に
多
数
の
分
け
方
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
平
井
俊
榮

氏
は
「
全
体
の
二
〇
二
品
が
五
聚
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
各
聚
が
細

か
く
小
分
さ
れ
て
い
て
不
動
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
巻
数
の
分
け
方

自
体
は
各
別
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い）

1（
（

。」
と
し
て
お
り
、
分

け
方
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
は
支
障
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ

が
、
識
語
の
あ
る
写
本
の
分
巻
は
、
テ
キ
ス
ト
の
伝
播
の
様
子
を
知

る
手
が
か
り
に
は
な
り
得
る
か
と
思
う
。

　

識
語
の
あ
る

［（］ 

［（］ 

［（］
は
い
ず
れ
も
令
狐
崇
哲
が
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
が
、

［1］ 

［（］ 

［（］
も
そ
の
書
き
ぶ
り
を
確
認
す
る
と
、

こ
れ
ら
も
令
狐
崇
哲
写
経
に
独
特
な
用
筆
法
と
結
体
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

［（］
以
外
の
七
本
中
六
本
が
北
魏
敦
煌

鎮
令
狐
崇
哲
写
経
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
現
存
の
『
成
実

論
』
の
ほ
ぼ
全
て
が
令
狐
崇
哲
の
影
響
下
で
書
か
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

二　

北
魏
仏
教
に
お
け
る
『
成
実
論
』
の
位
置）

1（
（

　

荒
牧
氏
の
論
攷
で
は
、
北
魏
仏
教
思
想
の
展
開
に
新
た
な
意
味
づ

け
を
行
い
、
そ
の
中
で
『
成
実
論
』
が
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
要
点
は
次
の
通
り
）
1（
（

。

【
北
魏
前
半
期
仏
教
《
平
城
仏
教
》】『
梵
網
経
』
に
よ
っ
て
毘
盧
遮

那
・
千
佛
の
い
ま
す
と
こ
ろ
で
梵
網
戒
を
受
戒
し
、『
成
実
論
』
に

よ
っ
て
止
観
行
を
修
行
し
、
な
ん
ら
か
「
華
厳
三
昧
」
に
入
定
し
、

「
無
生
法
忍
」
を
さ
と
ろ
う
と
す
る
菩
薩
戒
運
動
が
あ
っ
た
。
／
菩

薩
戒
の
受
戒
儀
礼
を
行
っ
て
菩
薩
と
な
っ
た
上
で
、
と
き
ど
き
に
仏

教
斎
会
を
営
み
、
そ
の
場
で
仏
教
経
典
の
講
義
を
聴
聞
し
、
仏
道
修

行
を
実
践
し
た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
場
で
祖
先
供
養
を
し
て
そ
の
際
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に
仏
龕
や
造
像
碑
・
幢
を
寄
進
し
た
。

【
北
魏
後
半
期
仏
教
《
洛
陽
仏
教
》】
北
魏
平
城
仏
教
の
菩
薩
戒
運
動

が
継
承
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
仏
教
経
典
を
講
義
し
な
が
ら
そ
れ
ら

の
究
極
の
根
本
真
理
を
哲
学
的
に
究
明
し
、
そ
れ
を
い
か
に
体
得
す

る
か
を
実
践
的
に
究
明
し
て
い
く
。
／
大
小
乗
諸
経
論
を
聴
聞
し
根

本
真
理
を
究
明
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
講
義
と
問
答
が
盛
行
し
た
が
、

そ
の
形
式
が
変
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
「
講
経
」
形
式
か
ら
「
章
」

形
式
に
変
化
し
た
。

○
講
経
形
式
…
経
典
総
論
の
序
説
（
開
題
）
→
科
段
に
基
づ
く
段
落

ご
と
の
随
文
解
釈 

○
章
形
式
…
経
論
を
章
段
に
分
け
る
→
各
章
の

教
理
を
法
師
自
身
の
言
葉
で
定
義
す
る
→
「
章
」
と
よ
ば
れ
る
主
張

命
題
を
作
成
→
「
章
」
を
め
ぐ
っ
て
自
由
に
問
答

　

こ
の
「
章
形
式
」
の
講
義
と
問
答
の
始
ま
り
と
い
え
る
の
が
『
成

実
論
』
で
あ
る
と
い
う
の
が
荒
牧
氏
の
主
張
で
あ
り
、「
お
そ
ら
く

鳩
摩
羅
什
の
最
後
の
訳
に
な
る
『
成
実
論
』
に
つ
い
て
こ
そ
「
章
」

形
式
の
講
義･

問
答
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る）

1（
（

」
と
述
べ
て

い
る
。
平
城
仏
教
か
ら
洛
陽
仏
教
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
菩
薩
戒
運

動
の
拠
り
所
と
し
て
の
『
成
実
論
』
と
、
三
昧
行
の
根
拠
と
し
て
の

『
華
厳
経
』
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
荒
牧
氏
は
『
成

実
論
』
研
究
興
隆
の
立
役
者
と
な
っ
た
教
団
と
し
て
道
融
・
玄
高
教

団
を
、
江
南
で
盛
ん
で
あ
っ
た
成
実
学
を
北
地
へ
と
伝
え
る
役
割
を

担
っ
た
僧
と
し
て
曇
度
（
後
に
法
度
と
改
名
か
）
を
そ
れ
ぞ
れ
仮
説

と
し
て
挙
げ
て
い
る）

1（
（

。

三　

令
狐
崇
哲
写
経
中
の
華
厳
経
と
成
実
論

　

識
語
か
ら
令
狐
崇
哲
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
写
本
を
確
認
す

る
）
1（
（

。①
Ｓ
一
四
二
七
／
成
実
論
巻
十
四
／
永
平
四
年
（
五
一
一
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

②
Ｓ
一
五
四
七
／
誠
実
論
巻
十
四
／
延
昌
元
年
（
五
一
二
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

③
故
宮
博
／
華
厳
経
巻
四
十
一
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

④
北
〇
六
七
二
／
華
厳
経
巻
八
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑤
書
博
／
摩
訶
衍
経
巻
三
十
二
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑥
Ｐ
二
一
一
〇
／
華
厳
経
巻
三
十
五
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／

敦
煌
鎮
経
生
師　

令
狐
崇
哲

⑦
Ｓ
三
四
一
／
大
楼
炭
経
巻
七
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 
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典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑧
Ｓ
九
一
四
一
／
華
厳
経
巻
三
九
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

敦
煌
鎮
官
経
生
師　

令
狐
崇
哲

⑨
大
谷
大
図
／
華
厳
経
巻
四
十
七
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑩
Ｓ
二
〇
六
七
／
華
厳
経
巻
一
六
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑪
大
谷
家
二
楽
荘
《
旧
》
／
大
智
度
論
巻
一
二
／
延
昌
二
年
（
五

一
三
）
／
典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑫
羽
〇
〇
四
／
華
厳
経
巻
二
四
／
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
／
敦
煌

鎮
経
生
師　

令
狐
崇
哲

⑬
Ｓ
六
七
二
七
／
大
方
等
陀
羅
尼
経
巻
一
／
延
昌
三
年
（
五
一

四
）
／
典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑭
Ｐ
二
一
七
九
／
誠
実
論
巻
八
／
延
昌
三
年
（
五
一
四
）
／
敦
煌

鎮
経
生
師　

令
狐
崇
哲

⑮
北
一
四
四
二
／
大
品
経
巻
八
／
延
昌
三
年
（
五
一
四
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

⑯
京
都
博
〈
疑
〉
大
品
経
巻
八
／
延
昌
三
年
（
五
一
四
）
／ 

典
経
師　

令
狐
崇
哲

　

令
狐
崇
哲
自
ら
書
写
し
た
と
さ
れ
る
四
本
（
⑥
⑧
⑫
⑭
）
の
う
ち

三
本
（
⑥
⑧
⑫
）
が
華
厳
経
、
一
本
（
⑭
）
が
成
実
論
で
あ
り
、
全

体
と
し
て
も
十
六
本
の
う
ち
（〈
疑
〉
を
一
本
含
む
）
七
本
が
華
厳

経
で
あ
る
。

四　

小
結

　

こ
の
よ
う
に
、
現
存
の
『
成
実
論
』
敦
煌
写
本
の
ほ
ぼ
全
て
が
令

狐
崇
哲
の
影
響
下
で
書
か
れ
た
こ
と
、
北
魏
平
城･

洛
陽
仏
教
で

『
華
厳
経
』
と
『
成
実
論
』
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
識

語
が
あ
る
写
本
に
限
っ
て
み
て
も
令
狐
崇
哲
が
関
わ
っ
た
十
六
本
の

う
ち
七
本
が
『
華
厳
経
』
で
三
本
が
『
成
実
論
』、
本
人
書
写
の
四

本
は
三
本
が
『
華
厳
経
』
で
一
本
が
『
成
実
論
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

北
魏
平
城
仏
教･

北
魏
洛
陽
仏
教
の
軸
に
な
る
経･

論
と
北
魏
敦
煌

鎮
令
狐
崇
哲
写
経
と
し
て
現
存
す
る
経･

論
が
重
な
る
。
荒
牧
説
を

補
う
材
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

【
付
記
】

　

発
表
終
了
後
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
工
藤
量
導
氏
よ
り
、『
成
実
論
』
の
注
釈

書
に
関
す
る
池
田
将
則
氏
の
論
攷
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

本
稿
第
一
項
で
示
し
た
も
の
に
、「
天
津
市
藝
術
博
物
館
舊
藏
敦
煌
文
獻
『
成
實

論
疏
』（
擬
題
、
津
藝
〇
二
四
）
も
加
わ
る
。
ま
た
、

［10］
は
「
国
立
台
湾
図
書
館

所
蔵
敦
煌
文
献
『
成
実
論
義
記
』
巻
中
（
台
北
一
三
一
）
と
改
め
た
方
が
よ
い
。

ご
教
示
頂
き
ま
し
た
こ
と
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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１　

拙
稿
「
令
狐
崇
哲
写
経
の
書
風
に
つ
い
て
」（
大
正
大
学
表
現
学
部
表
現

文
化
学
科
研
究
紀
要
「
表
現
学
」
創
刊
号
、
二
〇
一
五
・
三
）。

２　

拙
稿
「
令
狐
崇
哲
写
経
の
用
筆
法
と
結
体
―
『
誠
実
論
』
巻
第
八
（
Ｐ
二

一
七
九
）
に
つ
い
て
―
」（
大
正
大
学
表
現
学
部
表
現
文
化
学
科
研
究
紀
要

「
表
現
学
」
第
二
号
、
二
〇
一
六
・
三
）。
な
お
、
二
号
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
文
字
の
要
素
に
つ
い
て
は
三
号
で
発
表
予
定
で
あ
る
。

３　

荒
牧
典
俊
編
著
『
北
朝
隋
唐
中
国
仏
教
思
想
史
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
、

一
三
～
三
九
頁
）。

４　

平
井
俊
榮 

解
題
、
荒
井
裕
明
・
池
田
道
浩 

校
註
『
新
国
訳
大
蔵
経　

イ

ン
ド
撰
述
部　

毘
曇
部　

成
実
論
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
・
二

〇
〇
〇
）。

５　

注
（
前
掲
書
、
Ⅱ
、
七
二
七
～
七
四
一
頁
。

６　

Ｐ
二
一
七
九
に
関
す
る
詳
細
は
注
（
前
掲
拙
稿
参
照
。

７　

注
（
前
掲
書
、
二
八
頁
。

８　

注
（
前
掲
書
、
Ⅱ
、
七
二
九
～
七
三
〇
頁
。

９　

公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団 

、
二
〇
一
〇
、
一
五
二
～
一
七
一
頁
。

10　
『
敦
煌
秘
笈
』
の
記
事
で
は
「
行
・
草
書
体
に
変
ル
」
と
あ
る
が
、
行
書

体
の
成
立
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、「
草
体
化
」
と
表
記
し
た
。
な

お
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
石
塚
晴
通
先
生
よ
り
ご
教
示
頂
き
ま
し
た
。

11　

公
益
財
団
法
人
武
田
科
学
振
興
財
団 

、
二
〇
一
二
、
一
二
五
～
一
二
六
頁
。

1（　

注
（
前
掲
書
、
Ⅰ
、
一
四
頁
。

1（　

北
魏
仏
教
と
『
成
実
論
』
に
つ
い
て
は
、『
塚
本
善
隆
著
作
集　

第
二
巻　

北
朝
仏
教
史
研
究
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
、
二
六
六
～
二
七
四･

三

五
七
～
三
五
九
頁
）･

鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史　

第
三
巻　

南
北
朝
の
仏

教
（
上
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
、
一
〇
七
～
一
一
二･

一
六
一
～

一
六
五･

二
六
三
～
三
七
九
頁
）･

湯
用
彤
『
現
代 

佛
學
大
系
二
七　

漢

魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』（
一
九
八
二
、
弥
勒
出
版
社
、
七
一
八
～
七
六
五

･

八
三
〇
～
八
七
八
頁
）
な
ど
。

1（　

注
（
前
掲
書
、
一
三
～
二
六
頁
。

1（　

注
（
前
掲
書
、
二
六
頁
。

1（　

注
（
前
掲
書
、
二
六
～
二
八
頁
。

1（　

注
1
前
掲
拙
論
参
照
。



─ 1（（ ─

は
じ
め
に

　
「
浄
土
教
に
お
け
る
業
思
想
」
を
研
究
す
る
場
合
、
一
般
的
に
衆

生
側
の
業
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
と
は
多
い
が
、
仏
側
の
業
（
仏

業
）
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
。
浄
土
教
で
言
え
ば
、
阿

弥
陀
仏
の
本
願
は
ま
さ
し
く
仏
業
の
は
た
ら
き
に
あ
た
る
も
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
そ
の
仏
業
と
考
え
ら
れ
る
「
大
願
業
力
」
に
注
目
す

る
。「
大
願
業
力
）
1
（

」
と
い
う
語
は
曇
鸞
の
主
著
『
無
量
寿
経
優
婆
提

舎
願
生
偈
婆
藪
槃
頭
菩
薩
造
並
註
』（
以
下
、『
往
生
論
註
』
と
略

す
）
を
嚆
矢
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
「
大
願
業
力
」
に
つ
い
て
先
学
の
研
究
）
（
（

で
は
、
道
綽
・

善
導
を
通
し
て
曇
鸞
の
「
大
願
業
力
」
の
意
味
を
解
釈
し
、「
大
願

業
力
」
を
第
十
八
願
に
特
化
せ
し
め
た
力
用
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
三
師
が
「
大
願
業
力
」

と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
意
味
で
取
っ
て
い

る
と
考
え
る
の
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
道

綽
・
善
導
の
理
解
を
通
さ
ず
に
、
曇
鸞
だ
け
に
限
定
し
て
「
大
願
業

力
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

本
論

　

ま
ず
曇
鸞
が
ど
の
よ
う
に
「
大
願
業
力
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る

の
か
、
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
曇
鸞
は
『
往
生
論
註
』
巻
下
の
中
で
、

往
生
浄
土
の
法
と
し
て
説
く
五
念
門
中
、
観
察
門
の
毗
婆
舎
那
の
対

象
、
つ
ま
り
三
種
二
十
九
荘
厳
功
徳
中
の
国
土
荘
厳
功
徳
十
七
種
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

云
何
カ
觀
二
察
ス
ル
彼
ノ
佛
ノ
國
土
ノ
莊
嚴
功
德
一
彼
ノ
佛
ノ
國
土
莊
嚴

功
德
ハ
者
成
二
就
シ
下
ヘ
ル
カ
不
可
思
議
力
ヲ一
故
ニ
如
ク二
彼
ノ
摩
尼
如
意
寶

曇
鸞
に
お
け
る
大
願
業
力
の
思
想

小　

川　

法　

道
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性
一ノ
相
性
相
似
相
対
ノ
法
ナ
ル
カ
故
ニ
不
可
思
議
力
ト
者
總
指
二ス
彼
ノ

佛
國
土
ノ
十
七
種
ノ
莊
嚴
功
德
力
不
ル一レヿ
ヲ
可
ㇾ
得
二
思
議
一ス
ル
ヿ
ヲ
也
諸

經
統
テ
言
ニ
有
二リ
五
種
ノ
不
可
思
議
一
一
ニ
者
衆
生
多
少
不
可
思
議

二
ニ
者
業
力
不
可
思
議
三
ニ
者
龍
力
不
可
思
議
四
ニ
者
禪
定
力
不

可
思
議
五
ニ

者
佛
法
力
不
可
思
議
此
ノ

中
ノ

佛
土
ノ

不
可
思
議
ニ

有
二リ
二
種
ノ
力
一
一
ニ
者
業
力
謂
ク
法
藏
菩
薩
ノ
出
世
善
根
大
願
業

力
ノ
所
成
二
ニ
者
正
覺
阿
彌
陀
法
王
善
住
持
力
ノ
所
攝
此
コ
ニ
不

可
思
議
ト
云
ヘ
ル
ハ
如
二キ
下
ノ
十
七
種
一ノ
一
一
ノ
相
皆
不
可
思
議　
　（
３
）

 

　

つ
ま
り
曇
鸞
は
阿
弥
陀
仏
国
土
の
荘
厳
功
徳
は
不
可
思
議
力
の
成

就
の
結
果
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
不
可
思
議
」
に
つ
い
て
『
大
智
度

論
』
巻
第
三
〇（
４
）の
五
不
可
思
議
説
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
は
「
仏
土
の

不
可
思
議
」
に
二
種
の
力
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
二
種
の
力
の

一
つ
が
業
力
不
可
思
議
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
の
出
世
間
の
善
根
を
積

ん
だ
「
大
願
業
力
」
の
所
成
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
仏
法
力
不
可
思

議
で
あ
り
、
正
覚
阿
弥
陀
法
王
の
「
善
住
持
力
」
の
所
摂
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
曇
鸞

の
著
作
の
中
で
こ
こ
以
外
に
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
ず
、

「
本
願
力
」
等
の
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
文
脈
に
お
け
る
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
の
使
用
に
は
何
ら
か

の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
業
力
の

一
つ
と
し
て
「
大
願
業
力
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
大
願
業
力
に
つ
い
て
の
解
釈
が
「
大
願
業
力
」
の
一
語
と
考

え
る
よ
り
も
、
分
釈
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
先
の
引
用
文

に
戻
る
と
、「
大
願
業
力
」
と
使
用
す
る
時
は
、
そ
の
力
の
主
体
が

「
法
蔵
菩
薩
」
で
あ
り
、「
善
住
持
力
」
と
使
用
す
る
時
は
「
正
覚
阿

弥
陀
法
王
」
と
し
て
、
因
位
の
時
と
果
位
の
時
と
に
区
別
し
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
曇
鸞
が
「
大
願
業
力
」
と
い
う
の
は
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
時
の
「
業
力
」
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

次
に
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
「
業
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
察
す

る
。『
無
量
寿
経
』
は
阿
弥
陀
仏
を
因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
時
に
積
ん

だ
功
徳
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
、
い
わ
ゆ
る
酬
因
感
果
身
を
説
い
て
い

る
。
そ
こ
で
感
果
と
し
て
の
仏
功
徳
に
注
目
し
て
考
察
を
加
え
た
い
。

功
徳
に
つ
い
て
『
往
生
論
註
』
巻
上
「
願
生
偈
」
中
に
出
る
「
真
実

功
徳
相
」
を
註
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

眞
實
功
德
相
ト
者
有
二
二
種
ノ
功
德
一
一ニ
者
從
二リ
有
漏
心
一
生
不
ㇾ

順
二
法
性
一ニ
所
謂
ル
凡
夫
人
天
ノ
諸
善
人
天
ノ
果
報
若
ハ
因
若
ハ
果
皆

是
レ

顚
倒
皆
是
虚
僞
是
ノ

故
ニ

名
二ク

不
實
ノ

功
德
一ト

二
ニ

者
從
二リ

菩
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薩
ノ
智
慧
淸
淨
ノ
業
一
起
セ
ル
莊
嚴
佛
事
ハ
依
二テ
法
性
一ニ
入
二ル
淸
淨
ノ
相
一ニ

是
ノ
法
不
二
顚
倒
一ナ
ラ
不
二
虚
僞
一ナ
ラ
名
テ
爲
二
眞
實
功
德
一ト
云
何
カ
不
二ル

顚
倒
一ナ
ラ
依
二テ
法
性
一ニ
順
二ス
ル
カ
二
諦
一ニ
故
ニ
云
何
カ
不
二
虚
僞
一ナ
ラ
攝
二
衆

生
一ヲ
入
二シ
ム
ル
カ
畢
竟
淨
一ニ
故
ニ

）
（
（

　

こ
こ
で
は
「
真
実
功
徳
相
」
に
二
種
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
説
く
。

一
つ
は
凡
夫
の
功
徳
で
あ
り
、
そ
れ
は
煩
悩
に
染
ま
っ
た
心
か
ら
生

じ
る
か
ら
真
実
に
か
な
っ
て
い
な
い
、
す
べ
て
顛
倒
で
あ
り
、
虚
偽

で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
故
、
不
実
の
功
徳
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
菩
薩
の
智
慧
に
よ
る
清
浄
の
業
か
ら
起
こ
る
仏
の
所
作

（
荘
厳
仏
事
）
は
、
法
性
に
か
な
っ
て
清
浄
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
不
顛
倒
で
あ
り
、
不
虚
偽
で
あ
る
か
ら
、
真
実
の
功
徳
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
功
徳
は
不
虚
偽
で
あ
る
か
ら
衆
生

を
お
さ
め
と
っ
て
清
浄
な
世
界
に
入
ら
せ
る
の
で
あ
る）

（
（

。
こ
こ
で
曇

鸞
は
「
菩
薩
の
智
慧
清
浄
の
業
」
と
い
っ
て
、
菩
薩
の
所
作
を

「
業
」
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
菩
薩
の
所
作
を
「
業
」
の
表
現
す
る
例
と
し
て
、『
往
生

論
註
』
巻
上
の
「
妙
色
功
徳
成
就
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

彼
ノ
土
ノ
金
光
ハ
絶
下ス
ル
カ
從
二リ
垢
業
一
生
上ス
ル
ヿ
ヲ
故
ニ
淸
淨
ニ

無
ㇾシ
不
二ト
云
ヿ

成
就
一セ
故
ニ
安
樂
淨
土
ハ
是
レ
無
生
忍
ノ
菩
薩
ノ
淨
業
ノ
所
起
阿
彌
陀

如
來
法
王
ノ
所
領
阿
彌
陀
如
來
ヲ
爲
二カ
增
上
縁
一ト
故
ニ

）
（
（

　

つ
ま
り
安
楽
浄
土
の
光
明
は
垢
業
（
煩
悩
業
）
よ
り
生
じ
た
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
清
浄
を
成
就
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
安
楽

浄
土
は
無
生
法
忍
を
体
得
し
た
法
蔵
菩
薩
の
「
浄
業
」
で
起
こ
さ
れ

た
所
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
統
治
す
る
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
因
位

の
菩
薩
の
時
と
果
位
の
仏
で
あ
る
時
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
因
位
の
時
に
は
「
浄
業
」
と
し
て
菩
薩
行
の
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
。
よ
っ
て
『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永

劫
に
わ
た
る
菩
薩
行
を
指
す
時
に
は
、「
業
」
で
表
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　　

ま
た
次
に
「
大
願
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
世
親
の
『
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
、『
往
生
論
』
と
略
す
）
で
は

「
正
道
ノ
大
慈
悲 

出
世
ノ
善
根
ヨ
リ
生
ス（
８
）」と

説
き
、
安
楽
浄
土
は
大
慈

悲
の
出
世
の
善
根
か
ら
生
起
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
註
釈

箇
所
に
当
た
る
『
往
生
論
註
』
巻
上
の
「
性
功
徳
成
就
」
で
は

「
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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言
ㇾハ
性
ト
者
是
レ
聖
種
性
序
法
藏
菩
薩
於
二
世
自
在
王
佛
ノ
所
一ト
ニ

悟
二下
ヘ
リ

無
生
法
忍
一ヲ

爾
ノ

時
ノ

位
ヲ

名
二

聖
種
性
一ト

於
二

是
ノ

性
ノ

中
一ニ

發
二シ
テ

四
十
八
ノ

大
願
一ヲ

修
二

起
シ
下

此
土
一ヲ

即
曰
二

安
樂
淨
土
一ト

是
レ

彼
ノ
因
カ
所
得
果
ノ
中
ニ
説
ㇾク
因
ヲ
故
ニ
名
テ
爲
ㇾ
性
ト 

…
（
中
略
）
…

正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
ト

者
平
等
ノ

大
道
也
平
等
ノ

道
ヲ

所
三

以
ハ
名
テ
爲
二ル
正
道
一ト
者
平
等
ハ
是
レ
諸
法
ノ
體
相
以
二ノ
諸
法
平
等
一ナ
ル
ヲ

故
ニ
發
心
等
シ
發
心
等
キ
カ
故
ニ
道
等
シ
道
等
シ
キ
カ
故
ニ
大
慈
悲
等
シ
大

慈
悲
ハ
是
レ
佛
道
ノ
正
因
故
ニ
言
二フ
正
道
大
慈
悲
一ト
慈
悲
ニ
有
二
三
縁
一

一
ニ
者
衆
生
縁
是
レ
小
悲
二
ニ
者
法
縁
是
レ
中
悲
三
ニ
者
無
縁
是
レ

大
悲
大
悲
ハ
即
出
世
ノ
善
也
安
樂
淨
土
ハ
從
二リ
此
ノ
大
悲
一
生
ス
ル
カ

故
ニ
故
ニ
謂
三フ
此
ノ
大
悲
ヲ
爲
二ト
淨
土
ノ
之
根
一ト
故
ニ
曰
二
出
世
善
根
生
一ト

）
（
（

　

こ
こ
で
は
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
所
で
無
生
法
忍
を
体
得
し

た
時
の
位
を
聖
種
性
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
聖
種
性
の
時
に
四

十
八
の
「
大
願
」
を
発
し
て
、
修
行
し
て
安
楽
浄
土
を
成
就
さ
れ
た

と
い
う
。
こ
の
浄
土
は
菩
薩
の
誓
願
が
因
と
な
っ
て
得
ら
れ
た
果
で

あ
り
、
果
の
中
に
因
を
説
く
こ
と
を
「
性
」
と
い
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
願
生
偈
」
中
の
「
正
道
大
慈
悲 

出
世
善
根
生
」
と
い
う

の
は
平
等
の
大
道
の
こ
と
を
い
う
。
平
等
の
道
を
「
正
道
」
と
い
う

理
由
と
し
て
は
、
平
等
は
諸
法
の
体
相
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
諸
法

が
平
等
で
あ
る
か
ら
発
心
も
平
等
で
あ
る
と
す
る
。
発
心
が
平
等
で

あ
る
か
ら
道
も
平
等
で
あ
る
と
し
、
道
が
平
等
で
あ
る
か
ら
大
慈
悲

も
平
等
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
大
慈
悲
は
仏
道
の
正
因
で
あ
る
か

ら
「
正
道
大
慈
悲
」
と
い
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
悲
に
つ
い

て
三
縁
あ
る
こ
と
を
説
く
。
一
つ
は
衆
生
縁
で
小
悲
と
い
い
、
二
つ

に
は
法
縁
で
中
悲
と
い
い
、
三
つ
に
は
無
縁
で
大
悲
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
大
悲
は
「
出
世
の
善
根
」
で
あ
り
、
安
楽
浄
土
は
こ
の
大

悲
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
悲
を
浄
土
の
根

本
と
し
、「
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
「
正
道
大
慈
悲
」
と
「
出
世
善
根
」
は
同
じ
も
の
を
指
す
の

で
あ
る
。
ま
た
「
法
蔵
菩
薩
の
出
世
の
善
根
大
願
業
力
の
所
成
な

り
）
10
（

」
と
説
か
れ
る
所
で
「
出
世
善
根
」
を
説
く
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
大
願
」
は
「
大
慈
悲
」
と
解
釈
で
き
よ
う）

11
（

。
つ
ま
り
「
大
願
業
力
」

の
「
大
願
」
は
、「
大
慈
悲
に
よ
っ
て
発
さ
れ
た
誓
願
」
と
い
え
、

四
十
八
願
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る）

1（
（

。
そ
し
て
「
業
力
」
の
一
つ
で

あ
る
と
し
た
こ
と
よ
り
、
合
わ
せ
て
「
大
願
業
力
」
と
使
用
し
た
と

い
え
る
。

　

最
後
に
「
願
」
と
「
力
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
観
察
門
の
毗
婆
舎
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那
の
対
象
で
あ
る
仏
の
荘
厳
功
徳
八
種
の
中
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
る

「
不
虚
作
住
持
功
德
成
就
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

不
虚
作
住
持
功
德
成
就
ト

者
蓋
シ

是
レ

阿
彌
陀
如
來
ノ

本
願
力
也

今
當
下ニ
略
示
二ン
ニ
虚
作
ノ
之
相
ノ
不
ヿ一レヲ
能
二
住
持
一ス
ル
ヿ
用
テ
顯
中ス
彼
ノ

不
虚
作
住
持
ノ

之
義
上ヲ

人
有
下リ

輟
ㇾテ

飡
ヲ

養
ㇾフ
ニ

士
ヲ

或
ハ

疊
ヒ

起
二リ

舟

中
一ニ
積
ㇾヿ
金
ヲ
盈
レレ

庫
ニ
而
モ
不
ㇾル
免
中
餓
死
上ヲ
如
ㇾノ
斯
之
事
觸
ㇾテ
目
ニ
皆

是
得
テ
非
ㇾ
作
ㇾス
ニ
得
ル
ヿ
ヲ
在
テ
非
ㇾ
守
ㇾル
ニ
在
ル
ヿ
ヲ
皆
由
二テ
虚
妄
ノ
業
ノ

作
一ナ
ル
ニ
不
ㇾ
能
二
住
持
一ス
ル
ヿ
也
所
レノ
言
不
虚
作
住
持
ト
者
依
二テ
本
ト
法

藏
菩
薩
ノ
四
十
八
願
ト
今
日
ノ
阿
彌
陀
如
來
ノ
自
在
神
力
一ト
ニ
願
以

成
ㇾシ
力
ヲ
力
以
就
ㇾス
願
ヲ
願
不
二
徒
然
一ナ
ラ
力
不
二
虚
設
一ナ
ラ
力
ト
願
ト
相
ヒ

符
テ
畢
竟
不
ㇾ
差
ハ
故
ニ
曰
二
成
就
一ト

）
1（
（

　
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力

の
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
虚
作
の
相
が
住
持
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
事
例
を
示
そ
う
。
例
え
ば
自
分
の
食
事
を
割
い
て
ま

で
子
弟
を
養
っ
て
も
舟
中
で
争
い
に
遭
う
こ
と
や
、
庫
に
金
を
満
た

す
ほ
ど
積
ん
で
も
餓
死
を
免
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
得

た
と
思
っ
て
も
得
て
い
な
い
こ
と
や
、
あ
っ
た
と
思
っ
て
も
在
る
こ

と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
世
間
に
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
虚
妄
の
業
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
住
持
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
う
所
の
「
不
虚
作
住
持
」
と
い
う
の
は
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
果
位
の
阿
弥
陀
仏
の
自
在
神
力

（
仏
力
）
に
依
っ
て
成
就
さ
れ
て
い
る
の
で
住
持
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
願
は
阿
弥
陀
仏
の
果
位
の
力
と
成
り
、

仏
力
は
菩
薩
の
願
が
成
就
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
十
八
願
は
目

的
理
由
の
な
い
も
の
で
な
く
、
仏
力
は
虚
妄
の
も
の
で
な
い
。
こ
の

願
と
仏
力
は
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
願
と
力
の
相
関
関

係
を
説
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
力
」
と
し
て
は

た
ら
く
の
で
あ
る
。
そ
の
「
本
願
力
」
に
内
在
し
た
力
が
「
大
願
業

力
（
四
十
八
願
）」
と
「
善
住
持
力
（
自
在
神
力
）」
の
二
つ
で
あ
り
、

「
不
可
思
議
力
」
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

よ
っ
て
曇
鸞
が
意
図
し
て
使
用
し
た
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
は
、

法
蔵
菩
薩
の
安
楽
国
土
建
立
の
原
動
力
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
と
も

に
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
る
仏
業
を
表
す
も

の
で
あ
る
。
衆
生
は
煩
悩
に
染
ま
っ
た
心
に
よ
り
顛
倒
や
虚
偽
を
起

こ
し
、
そ
れ
ら
が
尽
十
方
無
礙
如
来
の
は
た
ら
き
の
「
礙
」
を
生
む
）
1（
（

。

曇
鸞
は
そ
の
よ
う
な
衆
生
の
た
め
に
無
縁
の
大
慈
悲
に
由
来
す
る
大
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願
に
つ
い
て
、『
大
智
度
論
』
の
五
不
可
思
議
説
を
背
景
に
し
な
が

ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（
四
十
八
願
）
成
就
を
強
調
す
る
語
と
し
て
、

こ
の
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
を
創
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
大
願
業
力
」

の
語
は
第
十
八
願
を
指
す
よ
り
、
四
十
八
願
を
表
現
し
て
い
る
と
い

え
る
。

1　

中
村
元
編
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍　

一
九
九
四
年
）
で
は
、「
大

願
業
力
」
を
「
大
い
な
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
」
と
い
う
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
九
一
四
頁
参
照

（　

福
原
亮
厳
『
業
論
』（
永
田
文
昌
堂　

一
九
八
二
年
）
七
二
五
―
七
二
八
頁

 

　

同　
『
浄
土
教
の
業
思
想
』（
教
育
新
潮
社　

一
九
八
四
年
）
二
二
〇
－
二

二
三
頁

 

　

久
米
原
恒
久
「
浄
土
列
祖
の
本
願
観
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
号
六

二
号　

一
九
八
三
年
）

 

　

同　
「
浄
土
教
祖
師
の
本
願
観
へ
の
一
考
察
」（『
仏
教
論
叢
』
第
二
七
号　

一
九
八
三
年
）

 

　

同　
「
大
願
業
力
の
意
味
す
る
も
の
―
三
祖
教
義
に
お
い
て
―
」（『
宗
教

研
究
』
三
三
一
号　

二
〇
〇
二
年
）

 

　

同　
「
称
名
念
仏
の
心
的
構
造
へ
の
一
考
察
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

通
号
一
〇
四
号　

二
〇
〇
四
年
）

 

　
「
久
米
原
」
と
「
粂
原
」
の
名
字
の
違
い
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

 

　

管
見
に
よ
る
限
り
、
他
に
嬰
木
義
彦
氏
の
論
考
が
あ
る
。「
親
鸞
の
仏
道

観
」（『
真
宗
学
』
通
号
七
五
・
七
六
号　

一
九
八
七
年
）（
後
、『
親
鸞
教
学

の
諸
問
題
』
所
収　

永
田
文
昌
堂　

一
九
八
七
年
）
今
は
煩
瑣
に
な
る
こ
と

を
恐
れ
て
省
略
し
た
。

（　
『
往
生
論
註
』
巻
下
（『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
、『
浄
全
』
と
略
す
）
一
・

二
四
〇
ａ
）

（　
『
大
智
度
論
』
巻
第
三
〇
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
以
下
、『
大
正
』
と
略

す
）
二
五
・
二
八
三
ｃ
）
に
は
、「
經
説
五
事
不
可
思
議
。
所
謂
衆
生
多
少 

業
果
報 

坐
禪
人
力 

諸
龍
力 

諸
佛
力
。
於
五
不
可
思
議
中
。
佛
力
最
不
可
思

議
。」
と
あ
る
。

（　
『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
二
ａ
）

（　

こ
の
後
、
曇
鸞
は
「
二
諦
」
と
い
う
論
点
を
持
ち
込
む
の
で
あ
る
が
、
相

馬
一
意
氏
は
『
中
論
』
観
四
諦
品
第
二
十
四
に
説
か
れ
る
「
二
諦
説
」
と
は

関
係
が
な
い
と
述
べ
る
。
相
馬
一
意
「
曇
鸞
『
論
註
』
に
お
け
る
世
俗
説
と

方
便
説
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
七
二
号　

二
〇
〇
八
年
）

（　
『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
五
ａ
）

（　
『
往
生
論
』（『
浄
全
』
一
・
一
九
二
）

（　
『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
三
ｂ
）

10　

先
の
註
（
三
）
の
引
用
文
中
に
出
る
。

11　

ま
た
曇
鸞
は
一
般
的
な
慈
悲
の
用
の
解
説
つ
ま
り
、
悲
は
抜
苦
、
慈
は
与

楽
で
は
な
く
、
慈
を
与
楽
、
悲
を
抜
苦
と
説
明
し
て
い
る
。『
往
生
論
註
』

巻
下
（『
浄
全
』
一
・
二
五
二
ａ
―
ｂ
）　

1（　

良
忠
は
『
往
生
論
註
記
』
巻
第
四
に
お
い
て
、「
大
願
と
は
四
十
八
願
な

り
」
と
解
釈
し
て
い
る
。（『
浄
全
』
一
・
三
一
六
ａ
）

1（　
『
往
生
論
註
』 

巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
四
七
ｂ
）

1（　

こ
の
こ
と
は
、
曇
鸞
が
「
礙
は
衆
生
に
属
す
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら

も
窺
え
る
。『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
一
ａ
）

1（　

服
部
氏
は
曇
鸞
が
『
大
智
度
論
』
に
説
か
れ
る
極
楽
浄
土
が
低
位
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
の
働
き
で
あ
る
仏
力
を
強
調
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
そ
の
も
の
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
。
服
部
純
雄
「『
往
生
論
註
』
の
思
想
材
と
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し
て
の
『
大
智
度
論
』」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
通
号
六
七
号　

一
九
八

五
年
）
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は
じ
め
に

　

筆
者
は
無
量
寿
経
研
究
の
視
座
を
求
め
る
一
環
と
し
て
、
康
僧
鎧

訳
と
伝
え
ら
れ
る
『
無
量
寿
経
』（
以
下
『
寿
経
』）
所
説
の
四
十
八

願
の
並
び
順
に
つ
い
て
論
考
を
試
み
、
手
始
め
に
第
三
願
か
ら
第
十

一
願
ま
で
「
国
中
の
人
天
」
に
関
す
る
誓
願
が
続
く
中
、
第
四
願
と

第
五
願
が
連
続
す
る
必
然
性
（
連
続
性
）
を
論
証
し
第
三
願
か
ら
第

十
願
ま
で
の
連
続
性
を
指
摘
し
た）

1
（

。

　

次
に
連
続
性
を
指
摘
し
た
い
の
が
第
十
一
願
と
第
十
二
願
で
あ
る
。

四
十
八
願
は
第
三
願
か
ら
第
十
一
願
ま
で
国
中
の
人
天
に
つ
い
て
誓

っ
た
後
、
第
十
二
願
、
第
十
三
願
と
無
量
寿
仏
自
身
の
徳
性
に
つ
い

て
誓
い
、
誓
願
の
対
象
を
国
中
の
人
天
か
ら
仏
自
身
へ
と
展
開
さ
せ

る
。
こ
の
展
開
に
は
た
し
て
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
の
か
。
筆
者

の
問
題
意
識
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
問
題
の
検
討
に
辿
り
着
く
前
に
い
く
つ
か
の
課
題

が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
課
題
の
一
端
を
論
じ
、

今
後
、
稿
を
重
ね
る
こ
と
と
し
論
題
に
「
求
め
て
」
の
一
語
を
付
し

た
。１

．
検
証
の
ポ
イ
ン
ト
と
課
題

　

次
頁
に
第
五
願
か
ら
第
十
三
願
ま
で
の
願
文
を
表
に
し
て
提
示
し

て
お
き
た
い
。
便
宜
上
、
願
文
に
丸
番
号
を
付
し
誓
願
の
順
番
と
し
、

ま
た
第
五
願
か
ら
第
九
願
を
Ｇ
1
（
グ
ル
ー
プ
1
）
と
し
、
第
十
二

願
と
第
十
三
願
を
Ｇ
（
（
グ
ル
ー
プ
（
）
と
表
記
す
る
。

１
‐
１
．
Ｇ
1
と
Ｇ
2
の
共
通
項
に
基
づ
く
仮
説

　

ま
ず
Ｇ
1
を
含
む
⑤
か
ら
⑩
ま
で
の
六
願
に
は
六
神
通
が
配
置
さ

れ
、
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
無
量
寿
仏
自
身
に
具

わ
る
徳
性
を
誓
う
Ｇ
（
は
同
一
の
構
文
（
波
線
の
有
能
限
量
、
太
字

四
十
八
願
に
お
け
る
第
十
一
願
と
第
十
二
願
の
連
続
性
を
求
め
て

袖　

山　

榮　

輝
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の
下
至
、
百
千
億
那
由
他
）
に
基
づ
い
た
一
対
の
文
章
で
あ
り
、
こ

の
二
願
の
連
続
性
は
自
明
と
言
え
る
。

　

さ
て
Ｇ
1
は
漏
尽
通
を
除
く
五
通
が
配
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
下

至
」「「
百
千
万
億
那
由
他
」（
太
字
部
分
）
を
用
い
た
構
文
で
あ
る

と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
。
Ｇ
（
も
共
通
す
る
構
文
に
基
づ
い
た
一

対
の
願
文
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
下
至
」「
百
千
万
億
那
由
他
」（
太

字
部
分
）
を
用
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
Ｇ
1
と
共
通
す
る
。

願
文
の
並
び
順
か
ら
言
え
ば
、
Ｇ
（
の
願
文
は
⑩
⑪
を
挟
む
も
の
の
、

Ｇ
1
を
念
頭
に
置
い
た
構
文
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
今
、
一
つ
の
仮
説
を
示
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
『
寿

経
』
は
国
中
人
天
の
神
通
と
無
量
寿
仏
の
徳
性
を
関
連
付
け
よ
う
と

し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

も
し
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
⑪
が
両
者
の
接
点

と
な
る
役
割
を
果
た
す
は
ず
で
あ
る
。
⑪
が
⑤
か
ら
⑩
と
⑫
⑬
の
接

点
で
あ
る
こ
と
が
論
証
で
き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
⑤
か
ら
⑬
に
至
る

諸
願
は
、
何
ら
か
の
意
図
に
よ
っ
て
一
括
り
に
す
る
こ
と
の
で
き
る

一
連
の
誓
願
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

１
‐
２
．
検
証
の
前
提

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
解
決
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
一

つ
は
⑩
に
つ
い
て
、
Ｇ
1
が
共
通
す
る
構
文
を
用
い
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー

Ｇ 1　　＊五通
⑤
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
識
宿
命
下
至
不
知

　

百
千
億
那
由
他
諸
劫
事
者
不
取
正
覺

⑥
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
天
眼
下
至
不
見

　

百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
者
不
取
正
覺

⑦
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
天
耳
下
至
聞

　

百
千
億
那
由
他
諸
佛
所
說
不
悉
受
持
者
不
取
正
覺

⑧
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
見
他
心
智
下
至
不
知

　

百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
中
衆
生
心
念
者
不
取
正
覺

⑨
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
神
足
於
一
念
頃
下
至

　

不
能
超
過
百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
者
不
取
正
覺

連続性有／根拠は六神通

？
⑩
設
我
得
佛
國
中
人
天
若
起
想
念
貪
計
身
者

　

不
取
正
覺

接点
⑪
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
住
定
聚
必
至
滅
度
者

　

不
取
正
覺

接点

Ｇ （
⑫
設
我
得
佛
光
明
有
能
限
量

⌇
⌇
⌇
⌇
下
至
不
照

　

百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
者
不
取
正
覺

⑬
設
我
得
佛
壽
命
有
能
限
量

⌇
⌇
⌇
⌇
下
至

　

百
千
億
那
由
他
劫
者
不
取
正
覺

連続性有
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シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
対
し
、
⑩
が
そ
う
し
た
構
文
を
採
ら
な
い
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
神
通
の
内
容
に
も
由
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
が
、
構
文

と
い
う
点
か
ら
見
る
と
連
続
性
を
支
持
で
き
な
い
。
ま
た
Ｇ
1
の
五

願
が
神
通
に
関
し
て
宿
命
、
天
眼
、
天
耳
、
他
心
智
、
神
足
と
い
っ

た
術
語
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
⑩
は
註
釈
を
通
じ
て
速
得
漏
尽

願
と
認
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る）

（
（

。

　

⑪
へ
と
接
続
す
る
⑩
で
あ
る
だ
け
に
、
⑤
か
ら
⑩
ま
で
の
連
続
性

に
疑
念
を
残
し
た
ま
ま
で
は
、
⑪
と
⑫
の
連
続
性
を
検
証
す
る
に
は

至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
検
証
の
前
提
と
し
て
、
⑩
が
そ
の
並
び
順
で

あ
る
理
由
を
明
示
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
た
Ｇ
（
が
何
故
に
同
じ
構
文
を
有
し
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
何
故

に
Ｇ
1
に
通
ず
る
構
文
で
あ
る
の
か
。
Ｇ
（
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も

解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

本
稿
の
最
終
目
的
で
あ
る
⑤
か
ら
⑬
の
連
続
性
を
検
証
す
る
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
Ｇ
（
に
お
け
る
連
続
性
の
意
図
、
⑩
が
第
十
願

に
配
さ
れ
る
理
由
、
⑩
と
⑪
の
連
続
性
の
三
点
が
検
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

今
回
は
Ｇ
（
の
連
続
性
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
。

２
．
Ｇ
2
の
連
続
性
と
先
行
訳
と
の
相
異

　

Ｇ
（
に
お
け
る
連
続
性
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
す
る
に
あ
た

り
、
無
量
寿
経
典
群
中
、『
寿
経
』
に
先
行
し
て
訳
出
さ
れ
た
二
経

典
、
す
な
わ
ち
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』（
以
下
『
平
覚
』）
と
『
阿

弥
陀
三
耶
三
仏
薩
樓
仏
檀
過
度
人
道
経
』（
以
下
『
大
阿
』）
の
比
較

対
照
を
試
み
た
い
。
な
お
経
典
ご
と
に
無
量
寿
仏
、
無
量
清
浄
仏
、

阿
弥
陀
仏
と
御
仏
の
呼
称
が
異
な
る
。
本
稿
で
「
御
仏
」
と
記
し
た

場
合
、
上
記
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。
ま
た
願
文
に
丸
数
字
を
付
し
願

の
順
序
を
示
す
こ
と
と
し
た
。

２
‐
１
．
並
び
順
の
相
異

　
『
平
覚
』『
大
阿
』（
以
下
、
先
行
訳
）
に
お
い
て
は
二
十
四
願
が

説
示
さ
れ
る
。『
平
覚
』
に
お
い
て
御
仏
の
徳
性
は
、

⑬
十
三
我
作
佛
時
令
我
光
明
勝
於
日
月
諸
佛
之
明
百
億
萬
倍
炤
無

數
天
下
窈
冥
之
處
皆
常
大
明
諸
天
人
民
蠕
動
之
類
見
我
光
明
莫

不
慈
心
作
善
來
生
我
國
不
爾
者
我
不
作
佛

⑭
十
四
我
作
佛
時
令
八
方
上
下
無
數
佛
國
諸
天
人
民
蠕
動
之
類
令

得
縁
一
覺
果
證
弟
子
坐
禪
一
心
欲
共
計
知
我
年
壽
幾
千
萬
億
劫

令
無
能
知
壽
涯
底
者
不
爾
我
不
作
佛）

（
（

と
誓
わ
れ
、
第
十
三
願
に
光
明
、
第
十
四
願
に
寿
命
が
配
さ
れ
、
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『
寿
経
』
と
同
様
の
並
び
順
を
示
す
。
た
だ
し
『
寿
経
』
の
よ
う
に

構
文
と
し
て
対
に
な
る
表
現
で
は
な
い
。

　

一
方
『
大
阿
』
に
お
い
て
は
、

⑲
第
十
九
願
使
某
作
佛
時
令
八
方
上
下
無
央
數
佛
國
諸
天
人
民
蜎

飛
蠕
動
之
類
皆
令
得
人
道
悉
作
辟
支
佛
阿
羅
漢
皆
坐
禪
一
心
共

欲
計
數
知
我
年
壽
幾
千
億
萬
劫
歳
數
皆
令
無
有
能
極
知
壽
者
得

是
願
乃
作
佛
不
得
是
願
終
不
作
佛　

…
…
⑳
以
下
中
略
…
…

㉔
第
二
十
四
願
使
某
作
佛
時
令
我
頂
中
光
明
絶
好
勝
於
日
月
之
明

百
千
億
萬
倍
絶
勝
諸
佛
光
明
㷔
照
諸
無
央
數
天
下
幽
冥
之
處
皆

當
大
明
諸
天
人
民
蜎
飛
蠕
動
之
類
見
我
光
明
莫
不
慈
心
作
善
者

皆
令
來
生
我
國
得
是
願
乃
作
佛
不
得
是
願
終
不
作
佛）

（
（

と
あ
る
よ
う
に
、
御
仏
の
光
明
は
最
終
第
二
十
四
願
に
、
寿
命
は
第

十
九
願
に
配
さ
れ
両
願
は
連
続
し
な
い
。

　

こ
う
し
た
点
か
ら
の
み
言
え
ば
、
御
仏
の
光
明
と
寿
命
の
関
係
に

つ
い
て
『
大
阿
』
よ
り
も
『
平
覚
』
が
、『
平
覚
』
よ
り
も
『
寿
経
』

が
よ
り
強
く
意
識
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

２
‐
２
．
光
明
と
寿
命
の
関
係
の
相
異

　

次
に
先
行
訳
に
つ
い
て
願
文
以
外
を
見
て
み
る
と
、
御
仏
の
光
明

と
寿
命
の
密
接
な
関
連
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
平
覚
』
に
、

 

佛
言
無
量
淸
淨
佛
光
明
光
明
無
極
無
量
淸
淨
佛
光
明
劫
後
無
數

劫
無
數
劫
重
復
無
數
劫
無
數
劫
不
可
復
計
劫
劫
無
央
數
終
無
有

當
冥
時
也
無
量
淸
淨
國
土
及
諸
天
終
無
有
壞
敗
時
也
所
以
者
何

無
量
淸
淨
佛
壽
命
極
長）

（
（

と
あ
り
、『
大
阿
』
に
、

 

阿
彌
陀
佛
光
明
明
無
有
極
劫
後
無
數
劫
無
數
劫
重
復
無
數
劫
無

數
劫
無
央
數
終
無
有
當
冥
時
國
土
及
諸
天
終
無
壞
敗
時
所
以
者

何
阿
彌
陀
佛
壽
命
極
長）

（
（

と
あ
る
。
両
経
に
お
い
て
御
仏
の
光
明
は
自
身
の
国
土
や
他
方
の
仏

国
土
を
照
ら
し
て
常
に
大
い
に
明
か
し
、
た
と
え
無
数
劫
の
無
央
数

と
い
う
よ
う
な
天
文
学
的
と
も
言
う
べ
き
長
い
時
間
が
経
過
し
よ
う

と
も
冥
く
な
る
時
は
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
を
御
仏
の
寿
命
が
「
極

め
て
長
い
」
こ
と
に
求
め
、
御
仏
の
光
明
に
御
仏
の
寿
命
と
い
う
時

間
軸
を
当
て
は
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
御
仏
が
光
明
を
照
ら
し
出

す
期
間
の
長
さ
を
、
寿
命
の
長
さ
に
よ
っ
て
定
義
付
け
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
一
方
、『
寿
経
』
に
こ
う
し
た
教
説
が
明
示
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

２
‐
３
．
光
明
に
お
け
る
比
較
対
照
の
相
異

　

御
仏
自
身
の
光
明
に
つ
い
て
誓
う
『
平
覚
』
⑬
と
『
大
阿
』
㉔
は

構
文
も
内
容
も
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
な
願
文
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
前
半

と
後
半
に
二
分
さ
れ
る
。
前
半
は
自
身
の
光
明
が
諸
仏
な
ど
と
比
べ
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て
ど
れ
ほ
ど
勝
れ
た
も
の
に
し
た
い
の
か
を
強
調
し
、
後
半
は
『
寿

経
』
第
三
十
三
触
光
柔
軟
願
）
（
（

と
対
照
さ
れ
得
る
内
容
を
有
し
、
こ
の

願
の
成
就
を
含
む
先
行
訳
の
段
落
は
『
寿
経
』「
光
明
歎
徳
章
」
と

対
照
が
可
能
で
あ
る
。

　
『
平
覚
』
⑬
と
『
大
阿
』
㉔
は
『
寿
経
』
⑫
の
よ
う
に
御
仏
の
光

明
に
つ
い
て
空
間
的
な
広
が
り
を
誓
う
願
で
は
な
い
が
、
そ
の
成
就

を
含
む
段
落
に
お
い
て
は
、『
平
覚
』
に

 

佛
言
無
量
淸
淨
佛
光
明
最
尊
第
一
無
比
諸
佛
光
明
皆
所
不
及
也

八
方
上
下
無
央
數
諸
佛
中
有
佛
項
中
光
明
照
七
丈
中
有
佛
項
中

光
照
一
里
中
有
佛
項
中
光
明
照
五
里
…
…
中
略
…
…
中
有
佛
項

中
光
明
照
二
百
萬
佛
國
佛
言
八
方
上
下
無
央
數
諸
佛
其
項
中
光

明
所
照
皆
如
是
也
無
量
淸
淨
佛
項
中
光
明
㷔
照
千
萬
佛
國
…
…

中
略
…
…
無
量
淸
淨
佛
光
明
所
照
最
大
諸
佛
光
明
皆
所
不
能
及

也
…
…
中
略
…
…
佛
言
我
道
無
量
淸
淨
佛
光
明
殊
好
巍
：
巍
稱

譽
快
善
晝
夜
一
劫
尚
未
竟
也）

（
（

と
あ
り
、『
大
阿
』
に

 

佛
言
阿
彌
陀
佛
光
明
最
尊
第
一
無
比
諸
佛
光
明
皆
所
不
及
也
八

方
上
下
無
央
數
諸
佛
中
有
佛
頂
中
光
明
照
七
丈
有
佛
頂
中
光
明

照
一
里
有
佛
頂
中
光
明
照
二
里
有
佛
頂
中
光
明
照
五
里
…
…
中

略
…
…
有
佛
頂
中
光
明
照
二
百
萬
：
佛
國
佛
言
諸
八
方
上
下
無

央
數
佛
頂
中
光
明
所
㷔
照
皆
如
是
也
阿
彌
陀
佛
頂
中
光
明
所
㷔

照
千
萬
佛
國
…
…
中
略
…
…
阿
彌
陀
佛
光
明
所
照
最
大
諸
佛
光

明
皆
所
不
能
及
也
…
…
中
略
…
…
佛
言
我
道
阿
彌
陀
佛
光
明
姝

好
巍
巍
稱
譽
快
善
晝
夜
一
劫
尚
未
竟
也
我
但
爲
若
曹
小
説
之
耳）

（
（

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
冒
頭
、
諸
仏
の
光
明
は
御
仏
の
光
明
に

及
ば
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
う
え
で
、
諸
仏
と
御
仏
の
光
明
の
空
間

的
な
広
が
り
に
つ
い
て
具
体
的
な
数
字
を
用
い
て
比
較
し
、
御
仏
の

そ
れ
を
「
千
万
仏
国
」
と
説
示
し
て
諸
仏
と
の
圧
倒
的
な
格
差
を
強

調
す
る
。
そ
し
て
光
明
の
広
が
り
は
御
仏
が
最
大
で
あ
り
諸
仏
は
そ

れ
に
及
ば
な
い
と
再
び
念
を
押
し
、
光
明
の
称
賛
へ
と
展
開
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
一
方
、『
寿
経
』
は
、「
光
明
歎
徳
章
」
の
冒
頭
に
お
い

て
「
諸
仏
の
光
明
、
能
く
及
ば
ざ
る
所
な
り）

10
（

」
と
先
行
訳
と
同
様
の

宣
言
を
す
る
も
の
の
、
具
体
的
な
数
字
を
用
い
て
比
較
対
照
す
る
こ

と
も
、
念
を
押
す
こ
と
も
な
い
。

２
‐
４
．
比
較
対
照
し
な
い
意
図

　

前
節
で
引
用
し
た
『
寿
経
』「
光
明
歎
徳
章
」
冒
頭
の
、
い
わ
ば

宣
言
の
一
文
は
『
寿
経
』
⑫
の
成
就
文
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
「
光
明
歎
徳
章
」
は
第
十
七
諸
仏
称
揚
願
と
第
三
十
三
願

の
成
就
文
を
含
む
と
さ
れ）

11
（

、
先
行
訳
そ
れ
ぞ
れ
の
対
照
段
落
に
お
い

て
も
『
平
覚
』
⑬
、『
大
阿
』
㉔
の
成
就
を
示
す
経
説
を
含
む
。
冒
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頭
の
宣
言
に
つ
い
て
も
『
平
覚
』
⑬
、『
大
阿
』
㉔
の
成
就
と
考
え

ら
れ
る
が
、
比
較
対
照
後
の
念
押
し
も
成
就
を
示
す
一
文
と
考
え
ら

れ
、
比
較
対
照
を
挟
ん
で
成
就
文
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
冒
頭
の
宣
言
は
比
較
対
照
結
果
の
予
告
と
受
け
止
め
る
こ
と
も

で
き
る
。
一
方
、『
寿
経
』「
光
明
歎
徳
章
」
に
は
比
較
対
照
や
念
押

し
と
な
る
べ
き
成
就
文
が
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
冒
頭
の
『
寿

経
』
⑫
成
就
文
し
か
示
さ
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
御
仏
と
諸
仏

の
光
明
を
比
較
対
照
す
る
意
識
が
な
い
、
も
し
く
薄
い
こ
と
の
表
れ

と
考
え
ら
れ
る
。

　

翻
っ
て
『
寿
経
』
⑫
は
「
下
至
」「
百
千
万
億
那
由
他
諸
仏
国
」

と
い
う
表
現
を
用
い
、
御
仏
の
光
明
の
広
が
り
の
無
限
性
の
み
に
焦

点
を
絞
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
誓
願
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
先
行
訳

の
よ
う
に
御
仏
の
光
明
が
仏
の
中
で
最
大
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
無

限
の
広
が
り
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い
よ
う
。『
寿
経
』

⑫
で
は
、
御
仏
の
光
明
の
広
が
り
を
諸
仏
と
比
較
対
照
す
る
必
要
す

ら
な
い
の
で
あ
る
。

２
‐
５
．
Ｇ
2
が
連
続
す
る
意
図

　

さ
て
御
仏
自
身
の
寿
命
に
つ
い
て
誓
う
『
平
覚
』
⑭
と
『
大
阿
』

⑲
は
構
文
も
内
容
も
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
な
願
文
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世

界
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
勝
れ
た
能
力
を
有
す
る
仏
弟
子
に
仕

立
て
あ
げ
、
彼
ら
が
心
を
一
つ
に
し
て
計
り
知
ろ
う
と
し
て
も
計
り

知
れ
な
い
ほ
ど
長
く
あ
る
よ
う
に
と
誓
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ま
わ
り
く
ど
い
表
現
に
つ
い
て
は
、『
平
覚
』
や
『
大

阿
』
の
願
成
就
文
や
、
そ
れ
に
対
照
し
得
る
『
寿
経
』
の
教
説
に
お

い
て
も
見
受
け
ら
れ
る）

1（
（

が
、『
寿
経
』
⑬
は
御
仏
の
寿
命
の
無
限
性

の
み
に
焦
点
を
絞
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
誓
願
で
あ
る
。

　

前
に
先
行
訳
に
お
い
て
御
仏
の
光
明
が
照
明
す
る
期
間
と
御
仏
の

寿
命
を
関
連
付
け
る
説
示
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
さ
ら
に
『
寿
経
』

に
そ
う
し
た
教
説
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
指
摘
し
た
。
し
か

し
『
寿
経
』
⑫
と
⑬
が
並
び
、
⑬
が
そ
の
寿
命
に
つ
い
て
「
下
至
」

「
百
千
億
那
由
他
劫
」
と
い
う
よ
う
に
⑫
と
一
対
の
表
現
を
採
用
し

て
い
る
以
上
、
両
願
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の
は
自
明
と
言
え

る
。
⑬
は
単
に
御
仏
自
身
の
寿
命
の
長
さ
を
誓
う
だ
け
で
は
な
く
、

⑫
か
ら
連
続
し
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
光
明
が
照
明
す
る
期

間
に
つ
い
て
も
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３
．
ま
と
め
に
か
え
て

　
『
寿
経
』
は
御
仏
の
光
明
に
つ
い
て
諸
仏
と
比
較
対
照
す
る
こ
と

な
く
、
⑫
に
お
い
て
は
そ
の
広
が
り
に
限
界
を
設
け
ず
に
、「
下
至
」、

つ
ま
り
少
な
く
と
も
「
百
千
億
那
由
他
諸
仏
」
の
国
を
照
ら
す
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
誓
っ
て
い
る
。
こ
の
「
下
至
」「
百
千
億
那
由
他

諸
仏
」
を
用
い
た
表
現
は
⑥
か
ら
⑨
に
見
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
無
量
寿
仏
国
の
人
天
は
天
眼
を
用
い
て
「
下
至
」「
百

千
億
那
由
他
諸
仏
」
の
国
を
見
通
し
、
天
耳
を
用
い
て
「
下
至
」

「
百
千
億
那
由
他
諸
仏
」
の
所
説
を
聞
き
取
り
、
他
心
智
を
用
い
て

「
下
至
」「
百
千
億
那
由
他
諸
仏
」
国
中
の
衆
生
の
心
中
を
知
り
、
神

足
を
用
い
て
一
瞬
の
う
ち
に
「
下
至
」「
百
千
億
那
由
他
諸
仏
」
の

国
を
超
過
す
る
。
一
方
、
御
仏
の
光
明
は
「
下
至
」「
百
千
億
那
由

他
諸
仏
」
の
国
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
御
仏
や
そ
の
国
土
の
人
天
の
視
点
に
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、

百
千
億
那
由
他
諸
仏
の
国
は
無
量
寿
仏
の
国
土
を
起
点
と
し
た
他
方

国
土
で
あ
り
、
人
天
た
ち
は
無
限
に
広
が
る
御
仏
の
光
明
の
な
か
で

神
通
を
発
揮
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

⑫
が
自
身
の
光
明
と
諸
仏
の
光
明
と
の
比
較
対
照
を
念
頭
に
置
か

ず
、
光
明
の
広
が
り
の
み
に
誓
願
の
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
の
は
、
そ

の
広
が
り
を
自
国
の
人
天
の
神
通
が
及
ぶ
範
囲
）
1（
（

と
し
て
重
ね
見
る
こ

と
を
意
図
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
⑪
と
⑫
の

連
続
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1　

拙
稿
「
四
八
願
に
お
け
る
第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性
」（『
仏
教
論
叢
』

六
〇
、
平
成
二
八
年
）

（　

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』（
浄
土
宗
全
書
一
・
七
九
下
）

（　

浄
土
宗
全
書
一
・
六
三
上
～
下

（　

浄
土
宗
全
書
一
・
一
〇
七
下
～
一
〇
八
上

（　

浄
土
宗
全
書
一
・
八
二
下

（　

浄
土
宗
全
書
一
・
一
二
一
上

（　

設
我
得
佛
十
方
無
量
不
可
思
議
諸
佛
世
界
衆
生
之
類
蒙
我
光
明
觸
其
身
者

身
心
柔
輭
超
過
人
天
若
：
不
爾
者
不
取
正
覺
（
浄
土
宗
全
書
一
・
九
）

（　

浄
土
宗
全
書
一
・
六
四
上
～
六
六
上

（　

浄
土
宗
全
書
一･

一
〇
八
上
～
一
〇
〇
上

10　

浄
土
宗
全
書
一
・
一
三

11　

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（
浄
土
宗
全
書
一
四
・
三
七
〇
下
、
三
七

五
上
、
三
七
三
下
）
な
ど
。

1（　
『
平
覚
』
に
「
佛
言
復
令
他
方
面
各
千
須
彌
山
佛
國
中
諸
天
人
民
及
蜎
飛

蠕
動
之
類
皆
復
得
人
道
悉
令
作
辟
支
佛
阿
羅
漢
皆
令
坐
禪
一
心
共
合
其
智
慧

都
爲
一
勇
猛
共
欲
數
無
量
淸
淨
佛
國
中
諸
菩
薩
阿
羅
漢
計
千
億
萬
人
皆
無
有

能
數
者
也
佛
言
無
量
淸
淨
佛
年
壽
甚
長
久
浩
浩
浩
浩
照
明
善
甚
深
無
極
無
底

誰
當
能
信
知
其
者
乎
獨
佛
自
知
耳
」（
浄
土
宗
全
書
一
・
八
三
下
）
と
あ
り
、

『
大
阿
』
に
「
佛
告
阿
逸
菩
薩
若
欲
知
阿
彌
陀
佛
壽
命
無
極
時
不
對
曰
願
皆

欲
聞
知
之
佛
言
明
聽
悉
令
八
方
上
下
諸
無
央
數
佛
國
中
諸
天
人
民
蜎
飛
蠕
動

之
類
皆
使
得
入
道
悉
令
作
辟
支
佛
阿
羅
漢
共
座
禪
一
心
都
合
其
智
慧
爲
一
勇

猛
共
欲
計
知
阿
彌
陀
佛
壽
命
幾
千
億
萬
劫
歳
數
皆
無
有
能
計
知
者
」（
同
一

二
一
下
）
と
あ
る
。『
寿
経
』
に
は
「
佛
語
阿
難
又
無
量
壽
佛
壽
命
長
久
不

可
稱
計
汝
寧
知
乎
假
使
十
方
世
界
無
量
衆
生
皆
得
人
身
悉
令
成
就
聲
聞
縁
覺

都
共
集
會
禪
思
一
心
竭
其
智
力
於
百
千
萬
劫
悉
共
推
算
計
其
壽
命
長
遠
之
數

不
能
竆
盡
知
其
限
極
」（
同
一
三
～
一
四
）
と
あ
る
。

1（　

Ｇ
（
の
構
文
を
援
用
す
る
第
十
五
願
に
人
天
の
活
動
期
間
が
誓
わ
れ
て
い

よ
う
。
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一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
説
く
、
仏
身
論
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

　

①
『
無
量
寿
経
釈
』
―
報
身
論
（
三
身
別
体
論
）

　

②
『
逆
修
説
法
』
初
七
日
―
真
化
二
身
論

　

③
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
―
三
身
論
（
三
身
同
体
論
と
三
身
別
体
論
）

　

④
『
選
択
集
』
第
三
章
―
内
証
の
三
身
（
三
身
同
体
論
）

　

こ
の
う
ち
③
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
―
三
身
論
に
つ
い
て
は
、
先

行
研
究
に
お
い
て
三
身
同
体
論
と
解
す
る
べ
き
か
三
身
別
体
論
と
解

す
る
べ
き
か
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
筆
者
は
別
稿
に
お

い
て
二
つ
に
分
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た）

1
（

。
以
下
、

そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
を
み
て
み
よ
う
。

Ａ
佛
に
惣
別
二
功
徳
ま
し
ま
す
。
先
ず
惣
と
は
四
智
三
身
等
功
徳
な

『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
三
身
論
に
つ
い
て

曽　

根　

宣　

雄

曽　

根　

宣　

雄

り
。
一
切
諸
佛
は
内
證
等
し
く
具
し
て
一
佛
も
異
な
り
な
き
故
に
諸

經
の
中
に
佛
の
功
徳
を
説
く
に
、
惣
し
て
内
證
功
徳
を
説
か
ず
。
た

だ
別
し
て
外
用
功
徳
を
説
く
な
り
。

Ｂ
爾
り
と
雖
も
善
根
成
就
の
た
め
に
、
三
身
の
功
徳
形
の
如
く
説
き

奉
る
べ
し
。

Ｃ
先
ず
法
身
と
は
、
是
れ
無
相
甚
深
の
理
な
り
。
一
切
の
諸
法
畢
竟

空
寂
な
る
を
即
ち
法
身
と
名
づ
く
。
次
に
報
身
と
は
別
物
に
あ
ら
ず
、

彼
の
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
を
報
身
と
は
名
づ
け
る
な
り
。

所
知
を
ば
、
法
身
と
名
づ
け
、
能
知
を
ば
報
身
と
名
づ
け
る
な
り
。

こ
の
法
報
の
功
徳
法
界
に
周
遍
せ
り
。
菩
薩
二
乗
の
上
、
乃
至
六
趣

四
生
の
上
に
も
周
遍
せ
ず
と
云
う
こ
と
無
し
。
次
に
応
身
と
は
衆
生

を
済
度
せ
ん
が
為
に
、
無
際
限
の
中
に
於
い
て
際
限
を
示
し
、
無
功

用
の
中
に
於
い
て
功
用
を
現
じ
給
へ
る
な
り
。
）
（
（ 

※
傍
線
Ａ
Ｂ
Ｃ
は

筆
者
が
挿
入
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こ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

◦ 
傍
線
部
Ａ
の
「
佛
に
惣
別
二
功
徳
ま
し
ま
す
。
先
ず
惣
と
は
四
智

三
身
等
功
徳
な
り
。
一
切
諸
佛
は
内
證
等
し
く
具
し
て
一
佛
も
異

な
り
な
き
故
に
諸
經
の
中
に
佛
の
功
徳
を
説
く
に
、
惣
し
て
内
證

功
徳
を
説
か
ず
。
た
だ
別
し
て
外
用
功
徳
を
説
く
な
り
」
の
一
説

は
、
一
仏
を
内
証
外
用
よ
り
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
証

に
三
身
が
具
足
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

◦ 

傍
線
部
Ｂ
の
「
爾
り
と
雖
も
善
根
成
就
の
た
め
に
、
三
身
の
功
徳

形
の
如
く
説
き
奉
る
べ
し
」
は
、
善
根
成
就
の
た
め
に
三
身
論
を

形
通
り
に
説
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
三
身
論
は
阿

弥
陀
仏
を
個
別
的
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
三
身

論
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

◦ 

傍
線
部
Ｃ
の
「
先
ず
法
身
と
は
、
是
れ
無
相
甚
深
の
理
な
り
。
一

切
の
諸
法
畢
竟
空
寂
な
る
を
即
ち
法
身
と
名
づ
く
。
次
に
報
身
と

は
別
物
に
あ
ら
ず
、
彼
の
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
を
報
身

と
は
名
づ
け
る
な
り
。
所
知
を
ば
、
法
身
と
名
づ
け
、
能
知
を
ば

報
身
と
名
づ
け
る
な
り
。
こ
の
法
報
の
功
徳
法
界
に
周
遍
せ
り
。

菩
薩
二
乗
の
上
、
乃
至
六
趣
四
生
の
上
に
も
周
遍
せ
ず
と
云
う
こ

と
無
し
」
と
い
う
の
は
、
法
身
（
無
相
甚
深
の
理
・
一
切
諸
法
畢

竟
空
寂
）
と
報
身
（
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
）
は
、
所
知

と
能
知
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

◦ 

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
Ａ
と
Ｃ
は
同
一
の
内
容
を
説
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、

　
　

傍
線
部
Ａ
―
三
身
同
体
論
（
仏
は
内
証
に
三
身
を
具
足
す
る
）

　
　

傍
線
部
Ｃ
―
三
身
別
体
論

　

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
Ａ
の
三
身
自
体
の
説
明
が
Ｃ
で
あ
る
と
す
る
と
、
内

証
の
中
に
救
済
作
用
や
差
別
相
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
釈
然
と

し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
内
容
的
に

矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
法
身
と
報
身

を
能
所
で
捉
え
る
と
い
う
説
明
方
法
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
似
た
よ
う
な
説
示
は
智
顗
の
『
法
華
文
句
』
の
如

来
寿
量
品
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。（
そ
こ
に
は
「
所
成
―
法

身
・
能
成
―
報
身
」
と
い
う
形
で
説
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
然

は
そ
こ
に
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
概
念
を
依
用
し
て
い
る
の

で
も
な
く
、
久
遠
の
弥
陀
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
参
考

に
し
て
い
る
の
は
報
身
と
法
身
を
能
所
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
点

に
お
い
て
の
み
で
あ
る）

（
（

）
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二
、
源
信
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
説
示

　

別
稿
に
お
い
て
は
、
法
身
と
報
身
を
能
所
で
捉
え
て
説
明
を
加
え

て
い
る
も
の
と
し
て
『
法
華
文
句
』
の
説
示
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る

が
、
源
信
の
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
説

示
が
見
ら
れ
た
の
で
、
今
回
は
そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

法
然
は
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
お
け
る
寿
命
功
徳
の
説
明
の
中

で
、「
次
に
寿
命
の
功
徳
と
は
、
諸
仏
の
寿
命
意
楽
に
随
い
て
長
短

あ
り
。
こ
れ
に
依
り
て
恵
心
僧
都
四
句
を
作
り
た
ま
へ
り）

（
（

」
と
述
べ
、

花
光
如
来
・
月
面
如
来
・
釈
迦
如
来
・
阿
弥
陀
如
来
の
寿
命
と
救
済

対
象
で
あ
る
衆
生
の
寿
命
を
比
較
す
る
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
書
名
は
あ
げ
て
い
な
い
も
の
の
源
信
の
『
阿
弥
陀
経
略

記
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
書
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
は
、
三
身
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

無
者
法
空
。
即
所
縁
理
。
理
性
即
是
。
法
身
菩
提
故
也
。
大
般

若
經
云
。
一
切
法
空
。
説
爲
法
界
。
即
此
法
界
説
爲
菩
提
云
云
。

縁
者
能
縁
。
即
是
般
若
。
般
若
即
是
報
身
菩
提
。
慈
悲
利
生
。

即
是
解
脱
。
解
脱
即
是
應
身
菩
提
。
由
此
當
知
。
無
縁
慈
悲
。

是
即
諸
佛
三
身
萬
徳
）
（
（

。

（
無
と
は
法
の
空
。
即
ち
所
縁
の
理
な
り
。
理
性
は
即
ち
是
れ
法
身

の
菩
提
な
る
が
故
な
り
。
大
般
若
経
に
云
く
、
一
切
法
の
空
を
説
き

て
法
界
と
な
す
。
即
ち
此
れ
法
界
を
説
き
て
菩
提
と
な
す
。
云
々
。

縁
と
は
能
縁
即
ち
是
れ
般
若
な
り
。
般
若
は
即
ち
是
れ
報
身
の
菩
提

な
り
。
慈
悲
利
生
は
即
ち
是
れ
解
脱
な
り
。
解
脱
即
ち
是
れ
応
身
菩

提
な
り
。
此
に
よ
り
て
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
無
縁
の
慈
悲
是
れ
即
ち

諸
仏
の
三
身
萬
徳
な
り
）

　

内
容
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、

　
　

法
身
―
無
者
法
空
即
所
縁
理
・
理
性
即
是
法
身
菩
提

　
　

報
身
―
縁
者
能
縁
即
是
般
若
・
般
若
即
是
報
身
菩
提

　
　

応
身
―
慈
悲
利
生
即
是
解
脱
・
解
脱
即
是
応
身
菩
提

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
三
徳
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
真
如

（
理
性
）
が
法
身
、
悟
り
の
智
慧
（
般
若
）
が
報
身
、
煩
悩
を
断
じ

た
こ
と
（
解
脱
）
が
応
身
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

が
、
諸
仏
の
功
徳
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
が
、「
所
縁
の
理
―
理
性
―
法
身
」
と
「
能
縁
―
般
若
―
報

身
」
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
如
（
理
性
）
を
悟
っ
た

智
慧
が
報
身
と
さ
れ
、
法
身
と
報
身
を
能
所
の
関
係
で
捉
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
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三
、
法
然
の
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
と
の
比
較

　

法
然
の
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
説
示
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
《
傍
線
Ａ
》　

　
　

総
＝
内
証
―
諸
仏
平
等

　
　

別
＝
外
用
―
仏
の
個
別
性

　
《
傍
線
Ｃ
》

　

所
知
―
法
身
―
無
相
甚
深
の
理
・
一
切
諸
法
畢
竟
空
寂

　
　

能
知
―
報
身
―
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧

　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
身
と
報
身
の
功
徳
は
、
法
界
に
周
遍
す
る
）

　
　
　
　
　

応
身
― 

無
際
限
の
中
に
際
限
を
示
し
、
無
功
用
の
中
に

功
用
を
現
す
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
傍
線
Ａ
は
内
証
に
三
身
を
具
足
す
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
法
然
の
三
身
同
体
論
は
、
あ
く
ま
で
も
三
身
を

「
所
証
の
理
」
で
あ
る
内
証
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
選
択

集
』
の
第
三
章
で
説
か
れ
る
万
徳
所
帰
の
説
明
に
お
い
て
も
一
貫
し

て
い
る
。
源
信
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
三
身
具
足
を
内
証
と
す
る
点

は
異
な
っ
て
い
る
。（
な
お
、「
四
智
・
三
身
」
は
差
別
相
や
差
別
智

を
含
む
こ
と
か
ら
、
内
証
に
限
定
す
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
論
疏
に
「
四
智
・
三
身
」
を
い
わ

ゆ
る
一
体
的
に
法
身
的
な
意
味
で
捉
え
る
と
い
う
例
が
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
別
稿
に
お
い
て
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
「
四
智
・
三

身
」
は
仏
の
所
証
の
理
（
理
智
不
二
）
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た）

（
（

）

　

傍
線
Ｃ
は
三
身
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
釈
』
の

報
身
論
で
は
、
法
蔵
比
丘
が
実
修
の
万
行
に
報
い
、
実
証
の
万
徳
を

得
た
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、『
逆
修
説
法
』

に
は
阿
弥
陀
仏
の
個
別
的
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
は
正
し
く
「
三
身
の
功
徳
形
の
如
く
説
き
奉
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
検
討
す
べ
き
こ
と
は
、『
阿
弥
陀
経
略
記
』
と
『
逆
修
説

法
』
に
お
け
る
法
身
と
報
身
の
捉
え
方
で
あ
る
。
両
書
共
に
法
身
に

つ
い
て
は
「
真
如
の
理
・
空
」
を
示
し
、
報
身
に
つ
い
て
も
そ
れ
を

得
た
「
智
慧
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
語
が

異
な
る
も
の
の
、
同
義
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で
は
「
所
縁
―
法
身
・
能
縁
―
報
身
」
と
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、『
逆
修
説
法
』
で
は
「
所
知
―
法
身
・
能
知
―

報
身
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
両
書
共
に
法
身
と
報
身
を
能
所
の
関

係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
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こ
と
は
、
法
然
が
三
身
の
説
明
、
と
り
わ
け
法
身
と
報
身
の
関
係
性

に
つ
い
て
は
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
非
常

に
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
法
然
の
「
次
に
報
身
と
は
別
物
に
あ
ら
ず
、
彼
の
無
相

の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
を
報
身
と
は
名
づ
け
る
な
り
」
と
い
う
表

現
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
然
は
源
信
の
説
示
を
参
考
に
し

つ
つ
能
所
の
関
係
で
法
身
と
報
身
を
説
明
し
な
が
ら
も
、
報
身
の
根

源
と
し
て
法
身
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
報
身
が
法
身
を
解
り
知
る

主
体
で
あ
る
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
（
傍
線
Ｃ
）
は
、「
三
身
の
功
徳

形
の
如
く
」
と
い
う
立
場
よ
り
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
管
見
す
る

と
こ
ろ
法
身
と
報
身
を
能
所
の
関
係
で
捉
え
る
と
い
う
説
示
は
、
多

く
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
今
回
検
討
し
た
よ
う
に
、『
阿
弥
陀

経
略
記
』
で
は
「
所
縁
―
法
身
・
能
縁
―
報
身
」
と
し
て
い
る
の
に

源
信

法
然

三
身
即
一
―
諸
仏
の
万
徳

→

内
証
の
三
身
―
一
切
の
諸
仏
平
等

所
縁
―
法
身
・
能
縁
―
報
身

→

所
知
―
法
身
・
能
知
―
報
身

対
し
て
、『
逆
修
説
法
』
で
は
「
所
知
―
法
身
・
能
知
―
報
身
」
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
逆
修
説
法
』
の
三
身
論
が
『
阿
弥
陀
経
略

記
』
の
内
容
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（『
逆
修
説
法
』
と
『
選
択
集
』
で
は
、
説
示
内
容
が
異
な
る
点
を
考

慮
し
た
と
し
て
も
、『
逆
修
説
法
』
で
は
、
仏
の
寿
命
の
功
徳
・
阿

弥
陀
如
来
の
別
徳
等
、
源
信
の
説
示
の
引
用
が
多
い
）
た
だ
し
、
法

然
は
三
身
論
に
つ
い
て
は
、
源
信
に
よ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
に

独
自
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
三
身
即
一
を
内
証
の
功
徳

に
限
定
し
、
そ
れ
を
諸
仏
平
等
と
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
内
証
の

三
身
と
は
、
三
身
を
あ
く
ま
で
も
証
果
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、『
選
択
集
』
に
も
お
い
て
も
そ
れ
は
一
貫
し
て
い
る
。
ま

た
単
に
三
身
具
足
を
も
っ
て
諸
仏
平
等
と
す
る
の
で
は
な
く
、
内
証

の
功
徳
と
い
う
仏
の
「
所
証
の
理
」
が
諸
仏
平
等
で
あ
る
と
捉
え
て

い
く
の
が
法
然
の
立
場
で
あ
る
。
二
つ
目
は
法
身
と
報
身
を
能
所
の

関
係
で
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
を
依
用
し
つ
つ
も
、
報
身
を
「
無
相

の
妙
理
を
解
り
知
る
智
慧
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

法
身
を
報
身
の
根
源
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
報
身
に
つ
い
て
は
法

身
を
解
り
知
る
主
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
『
逆
修
説
法
』
の
四
七
日
の
三
身
論
は
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
格

を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
無
量
寿
経



─ 1（（ ─

釈
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
報
身
論
と
は
、
説
く
意
趣
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、『
逆
修
説
法
』
に

お
い
て
法
然
は
、
報
身
と
は
法
身
を
根
源
と
す
る
の
で
は
な
く
、
法

身
を
悟
っ
た
仏
身
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
逆
修
説
法
』
の
三
身
論
は
、『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
参
照
し
つ
つ
、

自
ら
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
説
示
に
際
し
て
は
、
書
名

も
源
信
の
名
も
あ
げ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1　

拙
稿
「『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
に
つ
い
て
の
再
検
討
」（『
大
正

大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
六
輯
）
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（　
『
昭
法
全
』
二
五
五
頁

（　

拙
稿
「『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
に
つ
い
て
の
再
検
討
」（『
大
正

大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
六
輯
）

（　
『
昭
法
全
』
二
四
八
頁

（　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
・
四
一
二
頁

（　

拙
稿
「
法
然
上
人
に
お
け
る
内
証
・
外
用
①
―
特
に
内
証
の
四
智
・
三
身

に
つ
い
て
―
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
号
五
〇
～
五
一
頁
）
を
御
覧

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
「
五
十
五
箇
条
伝
目
」
と
は
、
浄
土
宗
七
祖
了
譽
聖
冏
上
人
（
一

三
四
一
―
一
四
二
〇
、
以
下
祖
師
の
尊
称
を
略
す
）『
五
重
指
南
目

録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
五
重
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
口
伝
で
あ
り
、

本
伝
五
十
箇
条
、
別
口
伝
五
箇
条
が
あ
る
。
聖
冏
は
、
明
徳
四
年

（
一
三
九
三
）
十
二
月
、
弟
子
で
あ
る
酉
譽
聖
聡
（
一
三
六
六
―
一

四
四
〇
）
に
対
し
て
五
重
の
次
第
を
立
て
て
宗
義
を
相
承
し
、
五
通

の
血
脈
を
伝
授
す
る
、
い
わ
ゆ
る
五
重
相
伝
を
行
っ
た
。『
五
重
指

南
目
録
』
は
、
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
）
に
撰
述
さ
れ
、
聖
聡
に

伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

聖
冏
制
定
の
五
重
相
伝
は
、
そ
の
後
、
増
上
寺
三
世
音
譽
聖
観

（
一
四
一
四
―
一
四
七
九
）
の
改
革
を
経
て
、
増
上
寺
九
世
道
譽
貞

把
（
一
五
一
五
―
一
五
七
四
）
と
増
上
寺
十
世
感
譽
存
貞
（
一
五
二

二
―
一
五
七
四
）
に
よ
っ
て
簡
略
化
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
箇
条
伝
法

で
あ
り
、
現
在
の
伝
法
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
冏
制
定

の
五
重
相
伝
は
、「
大
五
重
」
ま
た
は
「
総
五
重
」
と
し
て
、
数
年

お
き
に
厳
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
道
感
二
師
に
よ
る
伝
法
改
革
（
簡
略
化
）
以
前
は
一
定
期

間
内
に
五
十
五
箇
条
の
伝
目
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
第

二
週
目
の
本
行
（
別
行
）
に
行
わ
れ
る
三
巻
七
書
の
講
読
中
に
、
ど

れ
だ
け
の
伝
目
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
の
か
が
明
確
で
は
な
い
。
現
在

は
以
下
の
二
説
が
並
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
の
二
説
と
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　 

前
四
重
ま
で
の
本
伝
四
十
四
箇
条
の
み
を
相
伝
し
、
満
行

日
後
夜
に
第
五
重
六
箇
条
と
別
口
伝
五
箇
条
を
相
伝
す
る

と
い
う
説
（
四
十
四
箇
条
相
伝
説
と
す
る
）。

（
２
）　 
五
十
箇
条
を
相
伝
し
、
満
行
後
夜
に
別
口
伝
五
箇
条
を
相

五
十
五
箇
条
伝
目
の
相
伝
次
第
に
つ
い
て

曽　

和　

義　

宏
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伝
す
る
と
い
う
説
（
五
十
箇
条
相
伝
説
と
す
る
）。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
道
感
二
師
に
よ
る
伝
法
改
革
以
前
、
す
な
わ

ち
聖
冏
時
代
と
音
譽
時
代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
五
十
五
箇
条
の

伝
目
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

一
．
伝
目
相
伝
に
つ
い
て
の
諸
説

　

聖
冏
と
音
譽
聖
観
の
時
代
に
五
十
五
箇
条
が
ど
の
よ
う
に
相
伝
さ

れ
て
い
た
の
か
。
つ
ま
り
三
巻
七
書
講
読
中
に
は
何
箇
条
が
相
伝
さ

れ
、
満
行
日
後
夜
の
密
室
相
伝
で
何
箇
条
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
四
十
四
箇
条
相
伝
説
と
五
十
箇

条
相
伝
説
の
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
両
説
の
代
表
的
な
説

を
挙
げ
る
。

①
四
十
四
箇
条
相
伝
説

林
彦
明
『
五
重
大
会
勧
誡
講
録
』

本
行
に
な
っ
て
、
毎
日
三
時
に
三
巻
七
軸
の
講
義
を
為
し
、
所

謂
五
十
五
箇
条
の
伝
目
の
内
、
第
五
重
を
除
く
前
四
重
の
本
伝

だ
け
を
全
部
相
伝
す
る
。
そ
の
相
伝
が
七
日
で
終
わ
る
と
、
後

は
更
に
百
日
の
別
行
を
修
め
、（
中
略
）
そ
し
て
そ
の
満
行
第

百
日
の
後
夜
密
室
に
於
て
、
前
に
残
さ
れ
た
前
四
重
の
別
口
伝

四
箇
条
と
、
第
五
重
の
口
伝
六
箇
条
及
別
口
伝
一
箇
条
と
を
残

り
な
く
相
伝
す
る
の
で
あ
る
。

②
五
十
箇
条
相
伝
説

•

宝
譽
顕
了
『
両
脈
玄
談
』
巻
中
「
第
二
十
四　

当
流
伝
法
古
今

異
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
今
伝
法
信
向
ス
ベ
キ
事
」

扨
又
こ
の
百
十
四
日
の
内
に
、
前
行
あ
り
正
行
あ
り
。
初
七
日

を
前
行
と
し
後
の
一
百
七
日
を
正
行
と
す
。
又
こ
の
百
七
日
の

中
に
於
て
、
初
め
の
七
日
を
正
し
く
五
重
の
伝
法
と
す
。
其
の

仕
方
は
こ
の
七
日
の
内
、
三
巻
七
軸
を
晨
朝
日
中
初
夜
の
三
時

に
わ
り
つ
け
て
、
毎
日
こ
れ
を
講
読
し
、
其
の
処
々
に
至
て
五

十
箇
条
の
口
伝
を
す
る
な
り
〈
外
に
五
箇
条
あ
り
と
云
々
〉。

但
し
第
七
日
の
日
中
迄
な
り
。
扨
五
重
の
伝
法
一
七
日
竟
て
、

後
の
百
日
間
に
は
、
三
経
、
論
註
、
安
楽
集
、
五
部
九
巻
、
往

生
要
集
、
選
択
集
、
両
宗
要
等
講
読
。
枝
末
の
口
伝
を
伝
な
り
。

又
こ
の
百
七
日
の
満
夜
に
お
よ
ん
で
彼
の
本
伝
の
中
に
残
し
お

く
処
の
、
知
残
・
書
残
・
言
残
等
の
五
箇
の
口
伝
を
さ
ず
け
る

な
り
。
故
に
彼
の
五
箇
を
半
夜
の
伝
と
名
づ
け
亦
は
後
夜
の
伝

と
も
云
。
已
上
。（
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
）

•
恵
谷
隆
戒
『
略
述
浄
土
宗
史
』

今
冏
師
に
よ
り
て
制
定
さ
れ
た
る
儀
式
に
よ
る
と
、
初
め
の
七

日
間
は
（
中
略
）、
次
の
七
日
間
に
三
巻
七
書
を
伝
授
し
、
七
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日
成
満
の
日
に
五
十
箇
条
の
伝
法
を
な
し
、（
中
略
）
一
百
日

満
ず
る
の
日
に
伝
法
し
、
五
箇
の
口
伝
を
な
す
の
で
あ
っ
て

（
以
下
略
）

　

五
十
箇
条
相
伝
説
は
、
宝
譽
顕
了
に
よ
る
七
日
間
に
わ
た
っ
て
五

十
箇
条
が
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
説
と
、
恵
谷
隆
戒
に
よ
る
二
七
成
満

の
日
す
な
わ
ち
「
三
巻
七
書
」
講
読
の
最
終
日
に
五
十
箇
条
が
ま
と

め
て
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
説
の
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
。

③
四
十
四
箇
条
、
五
十
箇
条
混
在
説

•

祐
天
寺
蔵
『
大
五
重
畧
伝　

全
』

　

大
五
重
畧
伝
〈
大
分
〉
為
レ

二
ト
、
初
ニ

序
説
、
後
ニ

正
伝
、

初
メ
序
説
ニ
又
有
レ
二
、
一
ニ
ハ
伝
ノ
来
由
、
二
ニ
ハ
䂓
則
ノ
具
畧

○
一
ニ
伝
法
ノ
来
由
ト
ハ
者
（
中
略
）

○
二
ニ
䂓
則
具
畧
ト
ハ
者
、
吾
□
伝
法
ノ
䂓
則
、
具
畧
三
転
ス
、
初
ニ

往
古
ノ

䂓
則
、
二
ニ

中
古
ノ

行
儀
、
三
ニ

後
世
ノ

畧
法
也
（
中
略
）

又
往
古
於
テ二
口
伝
ニ一
、
有
リ二
其
ノ
傍
正
一
、
謂
ク
講
二シ
テ
三
七
ノ
書
ヲ一
、

各々
臨
二ン
テ
其
ノ
文
ニ一
、
伝
ヘ二
五
十
ノ
口
訣
ヲ一
、
更
ニ
伝
二ス
ル
知
残
等
ノ
之

五
種
ヲ一
、
是
ヲ
為
二
正
伝
ト一
、
広
ク
談
二ス
ル
三
経
論
註
等
ヲ一
、
是
ヲ
為
二

傍
伝
ト一
、
惣
シ
テ
謂
二フ
也
之
ヲ
口
伝
ト一
也
、
已
上
授

法
竟

、
次
ニ
言
ハ二
、
行
法
ト一
者
、

如
□

法
ニ

荘
二

厳
シ

別
時
加
行
ノ

道
場
ヲ一
、
昼
夜
六
時
ニ
、〈
如
法
〉

慇
懃
ニ
〈
心
〉
修
二
行
ス
ル〈
コ
ト
〉〈
誦
経
〉
礼
拝
、
懺
悔
、
念
佛
、

誦
経
等
ノ
、
法
要
ヲ一
、
惣
シ
テ
以
テ二
一
百
十
四
日
一
為
レ
限
ト
、
於
レ
中
ニ
、

初
ノ
一
七
日
為
二
之
ヲ
前
行
ト一
、
次
ノ
一
七
日
、
是
ヲ
為
シ二
正
行
ト一
、

以
テ二
後
ノ
百
日
ヲ一
為
二
之
後
行
ト一
（
中
略
）
満
二シ
テ〈
ス
〉
一
百
日
一
、
至
テ二

其
ノ

後
夜
ニ一
、
伝
フ二
〈
第
五
重
ノ

六
箇
及
〉
知
残
等
ノ
、
五
箇
ノ

口

決
ヲ一
、
故
ニ
此
ノ
伝
ヲ
、
総
シ
テ
名
二ク
ト
後
夜
伝
ト一
云
、
已
上
後

行
竟　
（
強
調
・

傍
線
と
も
に
筆
者
。
な
お
〈
〉
内
は
異
筆
で
あ
る
こ
と
を
示

す
）　　

『
大
五
重
畧
伝　

全
』
で
は
、「
授
法
」
と
し
て
五
十
の
口
訣
を
伝

え
、
さ
ら
に
「
知
残
」
等
の
五
種
を
伝
え
る
こ
と
を
「
正
伝
」
と
し
、

「
行
法
」
で
は
百
日
後
の
後
夜
に
「
第
五
重
の
六
箇
及
び
知
残
等
の

五
箇
の
口
訣
を
伝
う
」
と
あ
る
。
授
法
と
は
授
け
る
と
こ
ろ
の
法
、

行
法
と
は
行
の
次
第
で
あ
ろ
う
か
ら
、
四
十
四
箇
条
説
と
言
い
得
る

が
、
こ
こ
で
は
両
説
の
混
在
説
と
し
て
お
く
。

　

四
十
四
箇
条
相
伝
説
と
五
十
五
箇
条
相
伝
説
の
共
通
点
は
、
い
わ

ゆ
る
別
口
伝
五
箇
条
は
成
満
日
（
最
終
日
）
に
相
伝
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

相
違
す
る
点
と
し
て
は
、
第
五
重
『
論
註
』
口
授
心
伝
の
六
箇
条

を
、
四
十
四
箇
条
相
伝
説
で
は
最
終
日
に
相
伝
す
る
と
し
て
い
る
の

に
対
し
、
五
十
箇
条
相
伝
説
で
は
三
巻
七
書
の
講
読
中
に
相
伝
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
こ
の
二
説
の
い
ず
れ
に
妥
当
性
が
あ
る
の
か
、
つ
ぎ
に

推
定
し
て
い
き
た
い
。

二
．
伝
目
相
伝
の
次
第
に
つ
い
て
（
１
）　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
講
読
典
籍
か
ら
の
推
定
―

　

ま
ず
講
読
す
る
典
籍
か
ら
推
定
し
て
み
た
い
。

　

聖
冏
の
制
定
に
よ
る
と
、
講
義
が
始
ま
る
の
は
第
二
週
目
の
本
行

か
ら
で
あ
る
。
本
行
で
は
毎
日
三
座
の
講
義
に
お
い
て
、
三
巻
七
書

を
講
読
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
前
四
重
の
典
籍
は
す
べ
て
三

巻
七
書
に
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
註
釈
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
第
五
重

の
み
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
前
四
重
の
本
伝
四
十
四
箇
条
は
、
間
違
い
な
く
三
巻
七
書

講
読
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
二
重
の
伝
目
第

四
「
宗
義
行
相
文
段
分
別
二
箇
立
処
之
事
」
は
、『
授
手
印
』
本
文

の
「
末
代
念
仏
者
、
知
浄
土
一
宗
之
義
、
修
浄
土
一
宗
之
行
、
首
尾

次
第
条
条
行
事
」
を
読
み
な
が
ら
で
な
い
と
、「
宗
義
・
行
相
」
と

い
う
用
語
は
何
に
基
づ
く
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
た

だ
し
別
口
伝
四
箇
条
が
そ
の
際
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
か
は
判
然
と
し

な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
第
五
重
は
『
論
註
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
口
授
心
伝
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
三
巻
七
書
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
『
論
註
』
本
文
に
は
第
五
重
の
詞
書
の
形
式
は
存
在
し
な
い
。

『
論
註
』
を
ど
れ
だ
け
読
み
込
ん
で
も
、
こ
の
第
五
重
本
伝
六
箇
条

の
口
伝
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
聖
冏
の
伝
法
に
お
い
て
は
、
本
行

で
は
も
ち
ろ
ん
第
五
重
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
別
行
百
日
間
に
お

い
て
『
論
註
』
の
講
読
は
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
第
五
重
六

箇
条
口
伝
を
相
伝
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

音
譽
の
伝
法
に
お
い
て
は
、『
論
註
』
は
平
素
の
修
学
中
に
読
了

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
独
学
で
は
も
ち
ろ
ん
『
論
註
』
が
第
五

重
に
関
連
す
る
な
ど
知
る
由
も
な
い
。
仮
に
師
僧
に
つ
い
て
修
学
し

た
と
し
て
、
師
僧
が
勝
手
に
第
五
重
に
関
し
て
事
前
に
相
伝
す
る
と

い
う
こ
と
な
ど
は
、
公
式
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

す
れ
ば
伝
法
制
度
そ
の
も
の
の
意
味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
講
読
す
る
典
籍
か
ら
考
え
る
と
、
第
五
重
の
本
伝
六
箇
条

と
別
口
伝
一
箇
条
は
、
最
終
日
に
相
伝
さ
れ
た
と
の
推
定
が
自
然
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
巻
七
書
の
講
読
中
に
五
十
箇
条
が
相
伝
さ

れ
た
と
す
る
五
十
箇
条
相
伝
説
は
成
立
し
な
い
。
さ
ら
に
付
言
す
る

と
、
恵
谷
隆
戒
の
言
う
「
本
行
（
三
巻
七
書
講
読
期
間
）
の
最
終
日
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に
、
ま
と
め
て
五
十
箇
条
を
相
伝
す
る
」
と
い
う
説
も
あ
り
得
な
い
。

や
は
り
三
巻
七
書
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
箇
所
で
各
伝
目
が
相
伝
さ
れ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
四
十
四
箇
条
説
で
全
く
問
題
は
無
い
か
と
い
う
と
、
そ

う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
別
口
伝
と
い
う
性
格
か
ら
考
え
る
と
、
林

彦
明
の
言
う
よ
う
に
満
行
後
夜
密
室
で
相
伝
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
典
拠
が
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
三

巻
七
書
講
読
中
に
別
口
伝
四
箇
条
が
相
伝
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
捨

て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
講
読
中
に
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
と
、
本
行

中
に
合
計
四
十
八
箇
条
を
相
伝
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
十
箇
条
相
伝

説
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
「
四
十
八
」
と
い
う
数
が
概
数
「
五

十
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三
．
伝
目
相
伝
の
次
第
に
つ
い
て
（
２
）　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

―
大
五
重
記
録
類
か
ら
の
推
定
―

　

つ
ぎ
に
記
録
類
か
ら
推
定
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
い
う
記
録
と

は
、
大
五
重
（
総
五
重
）
の
記
録
で
あ
る
。　

こ
れ
ら
の
記
録
、
あ

る
い
は
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
①
道
譽
貞
把
『
総
五
重
行
儀
式
目
』、

②
義
譽
観
徹
『
総
五
重
法
式
私
記
』、
③『
縁
山
大
五
重
巻
物
配
当
次

第
』、
演
譽
白
随
『
三
本
書
籍
講
談
記
』、
④
祐
天
寺
蔵
『
大
五
重
畧

伝　

全
』、
⑤
薫
譽
在
禅
『
大
五
重
選
定
略
鈔
』
な
ど
が
あ
る
。
な

お
、
こ
れ
ら
の
記
録
類
は
江
戸
時
代
の
大
五
重
で
あ
り
、
聖
冏
・
音

譽
の
五
重
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
目
数
も
五
十
五
箇
条
と
は
相
違

し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
で
は
、
三
巻
七
書
の
講
読
各
座
に
お
け
る
講
読
範

囲
が
記
録
さ
れ
、
幾
つ
か
に
は
伝
目
数
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
確
認
し
て
み
る
。

①
道
譽
貞
把
『
総
五
重
行
儀
式
目
』
…
全
二
十
座

　

伝
目
数
と
講
読
範
囲

初
日　

 

晨
朝
五
、
日
中
五
（
初
重
）、
初
夜
二
（『
投
機
鈔
』・

知
残
）

二
日　

晨
朝
十
、
日
中
八
、
初
夜
二
十
一
（
す
べ
て
二
重
）

三
日　

 

晨
朝
（『
伝
心
鈔
』）
三
、
日
中
（
三
重
）
二
、
初
夜

（『
徹
心
鈔
』・
書
残
）
二

四
日　

晨
朝
一
、
日
中　

な
し
、
初
夜　

一
（
す
べ
て
四
重
）

五
日　

 

晨
朝
な
し
、
日
中　

な
し
、
初
夜　

な
し
（
す
べ
て
四

重
）

六
日　

 

晨
朝
（
四
重
の
終
わ
り
ま
で
）
二
、
日
中
（『
銘
心
鈔
』

上
）　

一
、
初
夜　

な
し

七
日　

 
晨
朝
（『
銘
心
鈔
』
下
）
な
し
、
日
中　

な
し
、
初
夜
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（
別
時
）
念
仏
開
闢
（
晨
朝
ま
で
）

　

伝
目
数　

 

初
重
十
二
、
二
重
四
十
二
、
三
重
四
、
四
重
五　

総
計

六
十
三

②
義
譽
観
徹
『
総
五
重
法
式
私
記
』
…
全
二
十
座
、
二
十
一
座
目
は

第
五
重
口
伝

　

講
読
範
囲

初
日　

晨
朝
、
日
中
…
初
重
、
初
夜
…
『
投
機
鈔
』

二
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
二
重

三
日　

 

晨
朝
…
『
伝
心
鈔
』、
日
中
…
三
重
、
初
夜
…
『
徹
心

鈔
』

四
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
四
重
上

五
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
四
重
下

六
日　

晨
朝
…
四
重
下
、
日
中
、
初
夜
…
『
銘
心
鈔
』
上

七
日　

 

晨
朝
、
日
中
…
『
銘
心
鈔
』
下
、
初
夜
…
第
五
重
口
伝
、

別
時
念
仏
開
闢

　

伝
目
数　

 

初
重
八
、
二
重
三
十
八
、
三
重
二
、
四
重
三　

総
計
五

十
一

③
『
縁
山
大
五
重
巻
物
配
当
次
第
』、
演
譽
白
随
『
三
本
書
籍
講
談

記
』
…
全
二
十
一
座

　

講
読
範
囲

初
日　

晨
朝
、
日
中
…
初
重
、
初
夜
…
『
投
機
鈔
』

二
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
二
重

三
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
二
重

四
日　

 

晨
朝
…
『
伝
心
鈔
』、
三
重
、
日
中
…
三
重
、
初
夜
…

『
徹
心
鈔
』、
四
重
上

五
日　

晨
朝
、
日
中
…
四
重
上
、
初
夜
…
四
重
下

六
日　

晨
朝
、
日
中
、
初
夜
…
す
べ
て
四
重
下

七
日　

 

晨
朝
…
四
重
下
、
日
中
…
『
銘
心
鈔
』
上
、
初
夜
…

『
銘
心
鈔
』
下

　

伝
目
数　

 

初
重
八
、
二
重
四
十
、
三
重
二
、
四
重
三　

総
計
五
十

三

④
祐
天
寺
蔵
『
大
五
重
畧
伝　

全
』
…
全
十
八
座

初
日　
（
晨
朝
ナ
シ
）、　

日
中
…
初
重
、　

初
夜
…
『
投
機
鈔
』

二
日　

晨
朝
…
二
重　

日
中
…
二
重
、　

初
夜
…
『
伝
心
抄
』

三
日　

 

晨
朝
…
三
重
、　

日
中
…
『
徹
心
抄
』、 　

初
夜
…
四
重

上

四
日　

 

晨
朝
…
四
重
上
、　

日
中
…
四
重
上
、　

初
夜
…
『
銘
心

抄
』
上

五
日　

 
晨
朝
…
『
銘
心
抄
』
上
、　

日
中
…
四
重
下
、　

初
夜
…

四
重
下
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六
日　

 

晨
朝
…
四
重
下
、　

日
中
…
四
重
下
、　

初
夜
…
『
銘
心

抄
』
下

七
日　

 
晨
朝
…
『
銘
心
抄
』
下
（
終
了
次
第
、
即
座
に
総
回
向

し
て
去
る
）

⑤
薫
譽
在
禅
『
大
五
重
選
定
略
鈔
』

　

伝
目
数　

 

初
重
八
、
二
重
四
十
、
三
重
二
、
四
重
三　

総
計
五
十

三

　

こ
れ
ら
の
伝
目
数
は
、
す
べ
て
別
口
伝
を
含
ん
だ
数
で
あ
る
。
よ

っ
て
江
戸
期
の
大
五
重
で
は
、
三
巻
七
書
を
講
読
す
る
際
に
別
口
伝

も
合
わ
せ
て
相
伝
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
別
口
伝
の
相
伝
に
つ
い
て
、『
総
五
重
法
式
私
記
』
で
は
、

初
重
講
義
の
最
後
に
、

於
是
初
重
八
箇
中
、
第
八
知
残
伝
発
起
一
人
高
座
前
呼

出
。
合
掌
低
頭
受
之
。
師
密
言
授
云

（
中
略
）
知
リ
残
シ
ト
伝
発
起
随
師
逐
句
唱
之
。
師
云
、
此

密
言
口
決
。
蒙
大
衆
各
々
可
運
想

　

と
、
発
起
一
人
の
み
が
前
に
出
て
別
口
伝
を
授
け
ら
れ
る
と
あ
る
。

ま
た
二
重
の
最
後
で
は

於
此
置
図
口
決
。
是
言
残
云
。
昔
二
七
日
加
行
中
不
言
。
別
百

日
加
行
修
、
後
夜
口
決
。
是
至
極
大
事
言
残
云
、
又
書
残
伝
ア

リ
。
筆
点
題
ベ
カ
ラ
ズ
ト
ア
ル
故
（
中
略
）。
発
起
一
人
、
師

前
出
、
低
頭
合
掌
。
師
密
言
授
云
、（
以
下
略
）

と
あ
る
。『
総
五
重
法
式
私
記
』
で
は
、
二
重
別
口
伝
の
言
い
残
し

の
伝
の
み
は
、「
昔
、
二
七
日
加
行
中
に
は
言
わ
ず
」、
す
な
わ
ち
満

行
日
後
夜
密
室
に
お
い
て
相
伝
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
三
重
・
四
重
の
別
口
伝
も
、
相
伝
の
際
に
は
発
起
一
人
に

伝
え
る
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
音
譽
以
前
に
満
行
日
密
室
に

て
相
伝
し
て
い
た
こ
と
の
名
残
り
、
継
承
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
記
録
類
か
ら
言
え
る
相
伝
の
次
第
は
、
五
十
箇
条
相
伝
で

は
な
く
二
重
別
口
伝
言
残
と
第
五
重
全
分
七
箇
条
を
除
い
た
、
四
十

七
箇
条
相
伝
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
感
以
前
も
こ
の
形

式
だ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
ち
ら
は
「
四
十
七
」
と
い
う
数
が
概
数

「
五
十
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
別
口
伝
を
発
起
一
人
に
密
言
口
授
す
る
形
式
が
、
前
四
重

別
口
伝
四
箇
条
を
後
夜
に
伝
え
て
い
た
形
式
の
名
残
で
あ
る
と
す
る

と
、
や
は
り
四
十
四
箇
条
の
み
を
相
伝
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
記
録
類
か
ら
も
三
巻
七
書
の
講
義
中
に
本
伝
五

十
箇
条
が
そ
の
ま
ま
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
五
十
箇
条
相
伝
説
は
成
立

し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

聖
冏
『
五
重
指
南
目
録
』
に
示
さ
れ
る
、
五
十
五
箇
条
伝
目
の
相
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伝
次
第
に
つ
い
て
、
四
十
四
箇
条
相
伝
説
と
五
十
箇
条
相
伝
説
の
二

説
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
い
ず
れ
の
説
に
妥
当
性
が
あ
る
の
か
考

察
し
て
き
た
。
制
度
や
記
録
か
ら
考
え
る
と
、
四
十
四
箇
条
相
伝
説

の
方
が
妥
当
性
が
高
い
と
い
え
る
。
五
十
箇
条
相
伝
説
は
、
制
度
や

大
五
重
の
記
録
類
か
ら
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
。

あ
る
い
は
四
十
八
箇
条
、
四
十
七
箇
条
を
概
数
の
「
五
十
箇
条
」
と

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
恵
谷
隆
戒
の
言
う
「
三
巻
七
書

の
講
読
の
最
後
に
、
五
十
箇
条
を
ま
と
め
て
相
伝
す
る
」
と
い
う
説

は
、
間
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

本
稿
で
は
関
係
資
料
が
乏
し
く
、
明
確
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
伝
法
関
連
の
記
録
類
を
調
査
し
て
よ
り

確
度
の
高
い
推
定
を
し
て
い
き
た
い
。

（
紙
幅
の
都
合
で
、
四
十
四
箇
条
相
伝
説
と
五
〇
箇
条
相
伝
説
の
各

説
、
お
よ
び
注
記
は
省
略
し
た
。
詳
細
は
『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
四

十
三
号
に
お
い
て
論
ず
る
予
定
。）
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黒
田
眞
洞
と 

　

そ
の
資
料
で
あ
る
日
本
仏
教
紹
介
の
著
書
に
つ
い
て

　

黒
田
眞
洞
は
江
戸
檀
林
の
教
育
、
京
都
留
学
な
ど
に
よ
っ
て
得
た

博
識
か
ら
当
時
の
仏
教
界
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
り
、
シ
カ
ゴ
万

国
宗
教
会
議
の
折
に
指
名
さ
れ
て
著
し
た
『
大
乗
仏
教
大
意
）
1
（

』
に
よ

っ
て
、
西
欧
に
お
け
る
日
本
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
の
理
解
と
特
に

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
仏
教
の
興
隆
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
そ
の

英
訳
に
関
し
て
は
、
当
時
の
浄
土
宗
の
多
く
の
学
者
や
英
語
教
師
な

ど
が
関
わ
り
、
仏
教
に
お
け
る
用
語
の
一
々
の
内
容
と
訳
語
を
精
査

し
非
常
に
精
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

　

又
、
昭
和
六
年
に
浄
土
宗
典
刊
行
會
発
行
の
『
浄
土
宗
教
學
大

系
』
で
は
、
第
一
巻
宗
義
編
巻
頭
に
「
佛
教
大
意
」
と
し
て
平
松
大

眞
校
訂
に
よ
っ
て
『
仏
陀
の
光
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
黒
田
の
大

乗
仏
教
、
浄
土
教
の
理
解
の
影
響
が
昭
和
に
至
る
ま
で
大
き
か
っ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

現
在
で
は
資
料
が
少
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
研
究
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
黒
田
眞
洞
に
つ
き
、
そ
の
生
涯
と
著

作
を
年
表
一
覧
で
概
観
し
、
特
に
海
外
で
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
日

本
仏
教
紹
介
の
著
書
『
大
乗
仏
教
大
意
』
及
び
『
仏
陀
の
光
』
を
そ

の
中
心
資
料
と
し
て
概
説
し
考
察
す
る
。

黒
田
の
生
涯
（
年
表
）

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

二
月
十
五
日　

生　

江
戸
日
本
橋

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
四
歳

増
上
寺
三
縁
山
学
寮
主
一
誉
真
我

の
寮
に
入
り
剃
髪
、
眞
洞
と
改
名

黒
田
眞
洞
研
究
の
資
料
に
つ
い
て

　

―
鈴
木
大
拙
以
前
の
江
戸
檀
林
の
教
学
を
背
景
と
す
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
仏
教
の
欧
米
へ
の
紹
介
と
影
響
―

鷹　

司　

誓　

榮
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慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
〇
歳

江
戸
崎
檀
林
へ

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
一
二
歳

九
月　

三
州
鴨
田
郷　

大
樹
寺
へ

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
一
三
歳

五
重
血
脈
（
増
上
寺
六
十
八
世
等

誉
明
賢
よ
り
）

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
七
歳

宗
戒
両
脈　

稟
承
（
増
上
寺
六
十

九
世
温
誉
大
宣
（
石
井
）
よ
り
）

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
九
歳

増
上
寺
に
戻
る
。

岸
上
恢
嶺
・
石
井
大
宣
に
つ
い
て

宗
学
究
め
る

同
時
に
菊
池
三
渓
・
林
鶴
梁
に
従

い
儒
学
を
学
ぶ

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
二
四
歳

京
都
へ　

智
積
院
弘
現
、
泉
涌
寺

旭
雅
に
師
事
に
て
性
相
、
三
井
寺

敬
徳
に
つ
い
て
戒
律
を
学
ぶ

明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
二
八
歳

和
田
知
満
よ
り
悉
曇
と
大
乗
律
を

修
め
る
。
立
誉
行
誡
に
つ
い
て
宗

学
を
究
め
る
。

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
二
九
歳

帰
東　

増
上
寺
学
寮　

慈
忍
室
止
住

芝
岳
学
頭
（
第
二
十
一
号
）

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
講
義

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
三
〇
歳

東
部
大
学
林
主
幹
就
任

明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
三
一
歳

東
西
両
大
学
林
の
合
同
、
宗
学
本

校
の
創
設
に
奔
走
。

三
月　

伝
通
院
に
て
科
註
因
明
入

正
理
論　

開
講

五
月　

唯
識
論
述
記
開
莚

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
三
二
歳

宗
学
本
校　

校
長
・
学
監

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
三
三
歳

三
田
大
松
寺
を
董
す

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
三
五
歳

宗
学
本
校　

学
監
・
校
長　

辞
表

提
出

明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
三
八
歳

四
月　

万
国
宗
教
大
会
評
議
員

『
大
乗
仏
教
大
意
』
著

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
四
二
歳

四
月　

宗
務
執
綱　

綱
紀
刷
新
、

教
学
振
興
を
図
る

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
四
三
歳

八
月　

行
政
区
域
の
廃
合
を
断
行

八
大
教
区
と
し
専
門
・
高
等
の
二

学
院
、
八
教
校
を
置
く

明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
四
四
歳

十
月　

淑
徳
家
政
女
学
校
長
就
任

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
四
五
歳

執
綱
を
辞
し
、
伝
道
講
習
院
長
兼

講
授

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
四
九
歳

五
月
十
六
日
「
戦
時
宗
教
大
会
」

開
会
の
辞
）
（
（
（
戦
争
に
対
す
る
宗
教

家
の
意
見
発
表
会
）

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
五
〇
歳

四
月　

浄
土
宗
大
学
学
長
就
任

宗
教
協
和
会
を
興
す

十
月　

清
国
視
察

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
一
歳

八
月　

勧
学
に
叙
せ
ら
れ
る

明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
五
二
歳

四
月　

宗
教
大
学
長

明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
五
三
歳

九
月　

宗
教
大
学
校
舎
を
巣
鴨
に

移
す

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
五
四
歳
『
選
択
集
』
講
義

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
五
六
歳

宗
教
大
学
校
長　

辞
職

晩
年
は
赤
坂
法
安
寺
に
転
住
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黒
田
眞
洞
の
著
作
等

　

以
下
に
主
た
る
も
の
を
列
挙
す
る
。

『
標
註
八
宗
綱
要
』
凝
然
述　

黒
田
眞
洞
標
註　

明
治
九
年

『
科
註　

三
心
私
記
裒
益
』　

黒
田
眞
洞　

編
輯
人　

明
治
二
〇
年

『O
utlines of the M

ahayana as taught by Buddha

』

　

by S, K
uroda 

（Superintendant of Education of the 
Jodo-Sect

） 1（（（   

『
大
乗
仏
教
大
意
全
』
黒
田
眞
洞
著　

明
治
二
六
年

　
（
天
台　

櫻
木
谷
慈
熏　

眞
言　

釋
雲
照　

臨
済　

釋
宗
演　

曹
洞　

高
田
道
見　

眞
宗　

村
上
專
精　

各
校
閲
）

『
淨
土
宗
綱
要
』
著
作
兼
発
行
者　

黒
田
眞
洞　

淨
土
宗
務
所
學

務
課　

明
治
二
七
年

『
三
聚
戒
辨
要
』
普
寂
著
（
黒
田
眞
洞
編　

明
治
二
八
年　

淨
土

宗
務
所
學
務
課
）

『
仏
陀
の
光
』
浄
土
宗
第
六
教
務
所　

明
治
三
六
年　

『
法
然
上
人
全
集
』
黒
田
眞
洞　

望
月
信
亨　

共
纂　

京
都
宗
粹

社　

発
行　

明
治
三
九
年

『
通
俗
講
話　

佛
教
要
論
』
黒
田
眞
洞
著　

明
治
四
〇
年
（
附
録

『
仏
陀
の
光
』）
鴻
盟
社

「
選
択
集
大
綱
」（
明
治
四
二
年
講
義
収
録
『
浄
土
宗
要
十
講
』

一
三
九
～
一
九
二
頁
、
東
光
社
明
治
四
三
年
）

『
大
乗
仏
教
大
意
』
に
よ
る
西
欧
へ
の
影
響

　

明
治
二
六
年
に
著
さ
れ
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
で
配
布
さ
れ
た

黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
が
、
大
き
な
影
響
を
欧
米
の
宗
教
学
関

係
者
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
宗
教
大
会
に
お
い
て
、

他
に
清
沢
満
之
の
『T

he Skeleton of a Philosophy of 
Religion

宗
教
哲
学
骸
骨
』
等
も
配
布
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

『
大
乗
仏
教
大
意
』
程
の
反
響
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
み
て

も
、
こ
の
黒
田
の
小
冊
子
は
欧
米
の
学
者
た
ち
の
日
本
の
仏
教
の
理

解
、
北
方
仏
教
理
解
の
た
め
に
貢
献
し
た
著
作
と
い
え
る
。
黒
田
の

大
乗
仏
教
思
想
の
解
釈
は
浄
土
律
僧
と
言
わ
れ
る
僧
等
、
普
寂
な
ど

に
よ
っ
て
、
既
に
天
文
学
の
流
入
な
ど
西
欧
の
影
響
を
受
け
て
い
た

江
戸
時
代
を
通
じ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
は
、
あ
く
ま
で
日
本
伝
統
の
仏
教
に
お
い

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
の
『
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ト（
４
）』
に
も

そ
の
十
年
後
の
第
二
作
『
仏
陀
の
光
』
も
合
わ
せ
て
の
独
訳
の
過
程

に
つ
き
書
評
が
あ
り
、
そ
の
影
響
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の

書
評
で
は
『
大
乗
佛
教
大
意
』
が
、
日
本
仏
教
の
理
解
と
護
法
の
目
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的
を
超
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
独
自
の
仏
教
の
興
隆
を
見
る
契
機
と

な
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
黒
田
の
著
作
の
欧
米
に
お
け
る
影
響

が
長
く
続
い
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
欧
米
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
端
的
に
示
す

も
の
と
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
一
八
二
三
―
一
九
〇
〇
）

が
『
東
方
聖
典
』
第
四
九
巻
第
二
部
の
ま
え
が
き
部
分
で
言
及
し
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
黒
田
の
思
想
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
『
東
方
聖
典T

he Sacred Books of the East

』
は
マ
ッ
ク

ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
を
退
任
し
た
後
一

九
七
六
年
か
ら
着
手
し
五
十
巻
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
四
九

巻
、
五
十
巻
は
索
引
で
あ
る
の
で
四
九
巻
は
実
際
の
最
終
巻
で
あ
り
、

日
本
の
聖
典
と
し
て
大
乗
仏
典
の
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳

さ
れ
た
年
は
、
一
八
九
四
年
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が

『
金
剛
般
若
経
』
を
訳
す
に
あ
た
り
、
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』

を
そ
の
翻
訳
の
参
考
と
し
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
「
第
伍　

萬
法
唯
心
」
全
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ

ー
自
身
の
大
乗
仏
教
の
理
解
の
正
し
さ
の
裏
付
け
と
し
て
引
用
し
た

も
の
で
あ
る
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
『
大
乗
仏
教
大
意
』
が
西
欧
の

仏
教
学
で
の
日
本
の
大
乗
仏
教
の
理
解
の
原
点
と
な
っ
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

尚
、
日
本
仏
教
の
紹
介
は
鈴
木
大
拙
の
禅
の
紹
介
が
あ
ま
り
に
も

有
名
で
、
こ
れ
が
欧
米
に
お
け
る
日
本
仏
教
理
解
の
原
点
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
鈴
木
大
拙
の
英
文
で
の

仏
教
の
著
書
は
や
は
り
、
此
の
『
大
乗
仏
大
意
』
の
影
響
の
大
き
か

っ
た
折
、
万
国
宗
教
大
会
の
評
議
院
で
も
あ
っ
た
『
オ
ー
プ
ン
コ
ー

ト
』
の
編
集
者
、
ポ
ー
ル
ケ
ー
ラ
ス
の
も
と
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
最
初
の
英
訳
は
一
九
〇
〇
年
の
『
大
乗
起
信
論
』（O

pen 
Court Publishing Pub. Co.

）、
自
ら
の
初
め
て
の
著
書
は

『O
utlines of M

ahâyâna Bhddhism

―
大
乗
仏
教
大
意
』
で
あ

り
、
こ
れ
は
逆
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
プ
サ
ン
か
ら
仏
教
の
基
本
的
な

部
分
で
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
、「
回
向
」
と
い
っ
た
言

葉
の
訳
語
の
間
違
い
等
か
ら
指
摘
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
経

緯
が
あ
る）

（
（

。

　

私
的
見
解
で
あ
る
が
、
日
本
仏
教
の
紹
介
の
原
点
が
黒
田
の
『
大

乗
仏
教
大
意
』
で
あ
り
、
鈴
木
大
拙
は
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』

の
影
響
を
受
け
て
出
発
し
て
い
る
と
い
え
、
日
本
仏
教
の
理
解
と
い

う
点
で
は
『
大
乗
仏
教
大
意
』
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。
実
際
に
こ
の
著
書
は
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
、
電
子
ブ
ッ
ク
等
で
多

く
販
売
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
す
る
研
究
者
が
欧
米
で
は
多
い
と
考
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え
ら
れ
る
。

『
大
乗
佛
教
大
意
』
翻
訳
の
状
況
に
つ
い
て

　
『
浄
土
教
報
』
の
後
年
の
記
事
の
記
載
か
ら
当
時
の
翻
訳
の
状
況

が
わ
か
る
。

　

秋
窓
偶
談
（
明
治
三
二
年
十
月
五
日
）

（
前
略
）
こ
れ
で
思
ひ
出
す
が
七
八
年
前
に
チ
カ
ゴ
に
博
覧
会

の
あ
っ
た
時
だ
、
伊
達
師
が
佛
教
學
會
を
や
っ
て
居
る
時
分
発

起
人
と
な
っ
て
佛
教
大
意
の
英
訳
を
海
外
に
送
っ
た
が
原
稿
は

黒
田
師
が
書
い
て
翻
訳
は
本
校
で
引
受
け
死
ん
だ
岡
村
だ
の
今

度
独
逸
に
行
っ
た
荻
原
だ
の
第
五
教
校
の
土
川
、
学
務
部
長
の

林
、
そ
れ
か
ら
宗
粹
社
の
望
月
、
役
に
立
た
ぬ
拙
者
な
ど
も
手

伝
っ
て
、
や
れ
八
正
道
は
何
と
訳
す
の
、
真
如
は
梵
語
を
用
い

た
方
が
よ
い
の
と
勝
手
次
第
な
熱
を
吹
ひ
て
ド
ー
や
ら
コ
ウ
や

ら
美
本
の
英
訳
仏
教
書
を
こ
し
ら
へ
、
空
前
の
伝
道
を
や
っ
た

の
だ
、
思
ひ
出
す
と
こ
う
ゆ
う
こ
と
、
―
こ
う
ゆ
う
一
宗
先
輩

後
進
の
手
揃
で
外
面
に
向
ふ
て
推
出
す
こ
と
が
是
か
ら
び
し
び

し
や
り
た
く
て
た
ま
ら
ぬ
ね）

（
（

 

こ
の
記
事
か
ら
本
校
の
英
語
教
師
と
岡
村
、
荻
原
、
望
月
な
ど

の
学
者
が
共
同
し
て
翻
譯
に
あ
た
っ
た
も
の
で
仏
教
用
語
の
翻
訳
も

十
分
に
吟
味
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
等
に
引
用
さ
れ
た
部
分
の
英
語
訳
で
特
に

気
づ
く
こ
と
と
し
て
は
、「
分
別
事
識
」
等
の
大
乗
起
信
論
に
特
徴

的
な
語
の
訳
が
、
日
本
語
の
読
み
を
そ
の
ま
ま
ロ
ー
マ
字
表
記
に
し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ほ
か
の
「
識
」
に
関
し
て
の
訳
語
に

梵
語
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
不
自
然
に
見
え
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
『
大
乗
起
信
論
』
及
び
そ
の
注
釈
書
等

に
特
有
の
言
葉
に
よ
り
、
適
当
な
梵
語
訳
が
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
後
の
望
月
の
『
大
乗
起
信

論
』
の
研
究
な
ど
へ
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

『
浄
土
教
報
』
の
記
事
に
見
る
そ
の
後
の
発
展
に
関
し
て

　

以
下
に
記
事
を
参
照
す
る
。

　

明
治
三
一
年
四
月
五
日

◉
黒
田
師
の
大
乗
仏
教
大
意　

同
師
が
嘗
て
米
國
市
俄
高
宗
教

大
会
の
砌
佛
教
學
會
の
求
め
に
応
し
て
著
述
し
本
校
教
員
に
て

英
訳
し
て
広
く
来
会
者
に
頒
布
し
た
る
大
乗
佛
教
大
意
は
大
乗

仏
教
の
至
醇
な
る
を
知
る
の
珍
書
な
り
と
て
目
下
欧
米
宗
教
学

者
の
間
に
評
判
甚
た
よ
く
今
尚
時
々
佛
教
學
會
に
同
書
の
頒
布

を
希
望
す
る
も
の
続
々
之
あ
り
と
の
事
な
る
が
過
般
市
俄
高
の
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大
学
協
会
に
て
は
比
較
宗
教
講
究
の
為
発
刊
し
つ
つ
あ
る
某
雑

誌
へ
特
に
同
書
の
転
載
を
希
望
し
同
師
の
承
諾
を
乞
ひ
来
た
り

し
が
両
三
日
前
同
協
会
よ
り
鄭
重
な
る
書
状
に
転
載
の
雑
誌
数

部
を
同
師
の
元
に
郵
送
し
来
れ
り
と）

（
（

　

明
治
三
六
年
三
月
十
五
日

◎
佛
陀
の
光
の
英
訳
完
成
第
六
教
区
よ
り
博
覧
会
観
覧
の
外
人

に
施
さ
ん
と
て
黒
田
眞
洞
氏
に
著
述
を
依
頼
せ
ら
れ
た
る
『
施

本
佛
陀
の
光
』
の
原
稿
は
既
に
出
來
し
先
般
来
英
訳
に
従
事
中

な
り
し
が
月
日
切
迫
の
際
精
励
夜
を
以
て
晷
に
紹
ぎ
漸
く
一
昨

十
三
日
完
成
し
た
る
を
以
て
目
下
高
楠
順
次
郎
南
條
文
雄
両
氏

の
手
許
に
て
校
閲
中
な
れ
ば
一
両
日
中
に
活
版
に
附
せ
ら
れ

る
ゝ
筈
に
て
遅
く
も
本
月
中
に
は
製
本
出
来
す
へ
き
予
定
な
り

と
）
（
（

　

明
治
三
六
年
十
月
十
八
日

◉
「
仏
陀
の
光
」
の
好
評　

第
六
教
区
教
務
所
の
発
行
に
か
ゝ

る
仏
陀
の
光
は
当
時
在
独
の
渡
辺
海
旭
氏
手
許
ま
で
二
百
部
を

発
送
し
て
欧
州
各
国
の
図
書
館
其
他
知
名
の
士
へ
配
附
せ
ら
れ

た
る
が
、
彼
地
に
於
て
は
好
評
嘖
々
と
し
て
学
者
の
間
に
持
囃

さ
れ
つ
ゝ
あ
る
よ
し
に
て
、
此
頃
該
地
に
於
て
該
書
翻
刻
の
企

あ
り
著
作
権
所
有
の
第
六
教
務
所
長
の
許
へ
渡
邊
氏
の
手
を
経

て
其
許
可
を
照
会
し
来
た
れ
ば
、
早
速
承
諾
の
旨
を
回
答
し
た

り
と）

（
（

　

明
治
三
七
年
九
月
四
日

◉
黒
田
老
師
の
近
著
独
訳
せ
ら
る　

黒
田
老
師
の
大
乗
仏
教
大

意
が
独
逸
佛
教
伝
道
会
の
手
に
て
独
訳
せ
ら
れ
好
評
嘖
々
た
る

事
は
既
に
読
者
の
知
る
所
な
る
が
、
今
回
亦
「
仏
陀
の
光
」
の

独
訳
仝
会
よ
り
出
た
り
訳
者
は
伝
道
会
の
驍
将
と
し
て
知
ら
れ

た
る
ザ
イ
デ
ン
ス
、
チ
ユ
ツ
ケ
ル
氏
に
し
て
製
本
其
他
非
常
の

意
匠
を
凝
ら
し
金
縁
の
美
本
と
し
て
発
行
せ
ら
れ
た
り
吾
人
は

此
挙
に
依
つ
て
本
宗
の
海
外
に
宣
揚
せ
ら
れ
る
ゝ
こ
と
を
喜
び

並
せ
て
大
阪
寺
院
諸
君
の
美
挙
が
其
目
的
を
達
し
た
る
を
賀
す

る
も
の
な
り
、
因
に
本
書
黒
田
老
師
の
手
元
ま
で
一
部
到
着
し

た
り
と）

10
（

こ
れ
ら
の
記
事
よ
り
黒
田
の
日
本
仏
教
紹
介
の
著
書
が
第
二
作
の
要

望
に
至
り
、
さ
ら
に
独
訳
ま
で
行
な
わ
れ
た
事
実
が
わ
か
る
。

『
仏
陀
の
光
』
に
つ
い
て　

　

こ
れ
は
黒
田
の
仏
教
紹
介
の
第
二
作
目
の
著
書
で
あ
る
。
一
九
〇

三
年
大
阪
で
行
わ
れ
た
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
の
配
布
を
目
的
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に
浄
土
宗
第
六
教
務
所
の
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
黒
田
の
先
の
著

作
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
反
響
が
大
き
く
、
黒
田
に
よ
る
第
二
作
の

要
望
と
な
り
出
版
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
回
勧
業
博
覧
会
は

最
後
に
し
て
最
大
の
内
国
博
と
な
り
五
三
〇
万
人
以
上
の
入
場
が
あ

っ
た
。

　

前
掲
の
『
浄
土
教
報
』
明
治
三
六
年
三
月
十
五
日
第
五
百
三
十
號

の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
高
楠
、
南
条
が
校
閲
を
し
た
こ
と
で
、
注
意

し
た
い
接
点
は
、
前
述
の
一
八
九
四
年
に
お
け
る
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ

ラ
ー
の
編
集
に
よ
る
『
東
方
聖
典
』
四
九
巻
で
の
翻
訳
事
業
で
あ
る
。

高
楠
、
南
条
は
共
に
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
浄
土
教
聖
典
編
纂
の
翻
訳
に

携
わ
っ
て
お
り
、
当
時
の
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
ミ
ュ
ラ
ー

へ
の
大
き
な
影
響
を
実
地
に
経
験
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
英
文
は
ア
ー
サ
ー
・
ロ
イ
ド
が
校
閲
を
し
て
い
る
。
ロ
イ

ド
は
福
音
宣
教
協
会
宣
教
師
と
し
て
一
八
八
四
年
来
日
し
英
語
教
育
、

仏
教
研
究
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
学
者
で
、
一
八
九
九
年
立
教
学
院

総
理
と
な
り
、
一
九
〇
三
年
か
ら
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
後
任

と
し
て
東
京
帝
国
大
学
英
文
学
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教

と
の
接
点
を
求
め
て
仏
教
研
究
を
行
い
そ
の
著
作
は
今
も
多
く
の
研

究
者
に
読
ま
れ
て
い
る
。

ま
と
め

　

以
上
よ
り
黒
田
の
資
料
は
非
常
に
少
な
い
な
が
ら
、
そ
の
代
表
著

書
で
あ
る
『
大
乗
仏
教
大
意
』
は
、
欧
米
の
学
者
ら
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
お
り
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
の
出
版
状
況
を
鑑
み
れ
ば
今
も

尚
多
く
の
研
究
者
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
そ

の
好
評
に
よ
り
十
年
後
に
出
版
さ
れ
た
第
二
作
で
あ
る
『
仏
陀
の

光
』
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
後
非
常
に
速
や
か
に
ザ
イ
デ
ン
シ
ュ
テ
ュ

ッ
カ
ー
に
よ
り
ド
イ
ツ
語
訳
ま
で
行
な
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
経

緯
が
見
て
取
れ
た
。
こ
の
事
実
に
よ
り
、
今
一
度
、
欧
米
へ
の
日
本

仏
教
の
影
響
を
鈴
木
大
拙
の
仏
教
紹
介
に
帰
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
考
え
が
ち
で
あ
る
理
解
に
つ
き
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。　

1　
『
大
乗
仏
教
大
意
（O

utlines of the M
ahâyâna as T

aught by 
Buddha

）』
黒
田
眞
洞
著　

佛
教
學
會　

明
治
二
六
年

（　
「
佛
教
大
意
」（『
浄
土
宗
教
學
大
系
』
第
一
巻　

宗
義
篇　

第
一
章　

黒

田
眞
洞
述
（
～
（（
頁

（　
『
明
治
宗
教
運
動
史
』
桜
井
匡　

森
山
書
店　

昭
和
七
年　

172
頁

⒋　
『T

he O
pen Court 

』V
ol. 1（, no.（（（ p.（（（ K

. B.
 

　

K
. B. Seidenstücker, the editor of D

er Buddhist, has provided 
the Germ

an public w
ith a Germ

an edition of a num
ber of 



─ 1（（ ─

Buddhist w
orks.  O

ne of these, from
 the English-Japanese 

original of S. K
uroda, M

ahayana, die H
auptlehren des nördlichen 

B
uddhism

us, is a Germ
an translation of the O

utlines of the 
M

ahayana as taught by B
uddha.  T

his Book w
as originally 

w
ritten for the instruction of non-Buddhist at the Parliam

ent of 
Religions in Chicago.  D

as Licht des Buddha, also by S. K
uroda, 

purports to be an im
partial sum

m
ary of the m

ain points of the 
Buddhist doctrine, but it is in fact of the greater interest 
because of its M

ahayana or north-Buddhist point of view
.  T

he 
others, D

ham
m

a, oder die M
oralphilosophie des Buddha G

otam
a 

and Sangha, oder der buddhistische M
önchs-O

rden, are 
translated portions of Professor H

. T
ilbeʼs Pali-Buddhism

, and 
the editorʼs purpose is thus expressed in the Preface to 
D

ham
m

a : 

“May this little book, w
hich w

as originally intended 
to arm

 C
hiristian m

issionaries in their battles against 
B

uddhism
, serve an alm

ost contradictory purpose in this 
present translation; nam

ely to m
ake know

n the teaching of 
Buddha Gotam

a in m
ore or less Chiristian Germ

any
” 

（　
『Journal of the Royal A

siatic Society vol. （0, pp. （（（-（（（, 1（0（

（　
『
浄
土
教
報
』　

第
三
百
七
十
四
號
明
治
三
二
年
十
月
五
日
９
頁　

（　

同
、
第
三
百
二
十
號
明
治
三
七
年
四
月
五
日
（
～
（
頁

（　

同
、
第
五
百
三
十
號
明
治
三
六
年
三
月
十
五
日
８
頁

（　

同
、
第
五
百
六
十
一
號
明
治
三
六
年
十
月
十
八
日
５
頁

10　

同
、
第
六
百
七
號
明
治
三
七
年
九
月
四
日
７
頁



─ 1（（ ─

一
、
は
じ
め
に

　

遵
西
が
執
筆
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
範
囲
は
「
廬
山
寺
本
」
の

第
一
章
段
か
ら
第
三
章
段
の
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」
ま
で
で
あ
る
が）

1
（

、

兼
岩
和
広
氏
は
そ
の
中
で
も
第
一
章
段
と
第
二
章
段
の
一
部
に
限
り
、

「
遵
西
」
が
「
感
西
」
の
口
述
を
筆
記
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

指
摘
し
た）

（
（

。

　

兼
岩
氏
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
た
こ
の
感
西
に
よ
る
「
廬
山
寺
本
」

口
述
筆
記
説
（
以
下
、「
口
述
筆
記
説
」
と
記
す
）
は
、「
廬
山
寺

本
」
よ
り
時
代
的
に
先
行
す
る
東
大
寺
講
説
「
三
部
経
釈
」
や
『
逆

修
説
法
』
等
の
法
然
遺
文
に
対
し
て
、「
廬
山
寺
本
」
の
思
想
的
素

を
徹
底
的
に
求
め
た
上
で
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
廬
山
寺
本
」
の
一
部
が
口
述
筆
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
に
限

っ
て
は
、
現
時
点
で
否
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、「
廬
山
寺
本
」
本
文
の
状
態
よ
り
判
断
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
他
の
章
段
も
そ
の
一
部
が
口
述
筆
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
、
加
え
て
「
廬
山
寺
本
」
撰
述
時
の
様
子
か
ら
判

断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
遵
西
」
が
「
法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を

省
略
す
る
）」
の
口
述
を
一
部
筆
記
し
て
い
た
可
能
性
を
提
示
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
先
ず
、
次
節
に
お
い
て
第
三
章
段
以
降
の
文
章

が
口
述
筆
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
関
し
て
、
特
に
本
文
中
に
見
ら

れ
る
割
註
の
形
状
に
注
目
し
、
筆
者
が
独
自
に
検
討
を
重
ね
た
結
果

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　

そ
し
て
、
次
に
第
三
節
で
は
「
廬
山
寺
本
」
撰
述
時
の
様
子
に
関

し
て
、
そ
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
の
第

四
図
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
取
り
上
げ
、
遵
西
が
誰
の
口
述
を
筆
記

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
考
し
て
み

た
い
。

「
廬
山
寺
本
」
口
述
筆
記
に
つ
い
て

春

本

龍

彬
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二
、
割
註
の
形
状
と
口
述
筆
記
の
可
能
性

　
「
廬
山
寺
本
」
の
本
文
に
は
経
典
等
の
引
用
部
分
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
出
典
等
の
補
足
情
報
を
記
載
す
る
た

め
随
所
に
割
註
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
廬
山
寺
本
」
の
割
註
を

一
々
整
理
し
て
み
る
と
、
一
行
の
幅
に
対
し
て
、
そ
の
半
分
に
し
か

文
字
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
割
註
（
以
下
、「
片
側
の
割
註
」
と
記

す
）
を
幾
つ
か
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

古
写
本
等
に
お
い
て
、
一
行
の
幅
に
対
し
て
片
側
に
し
か
文
章
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
割
註
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。「
廬

山
寺
本
」
の
執
筆
を
担
当
し
た
遵
西
や
感
西
、
そ
し
て
あ
る
人
が
割

註
の
記
入
方
法
に
癖
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
癖
に
よ
っ
て
「
廬
山
寺

本
」
の
本
文
に
「
片
側
の
割
註
」
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
可
能

性
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
一
方
で
筆
者
は
兼
岩
氏
が
指
摘
す
る
口
述
筆
記
の
可
能
性

を
鑑
み
た
場
合
、
何
故
、
割
註
の
片
側
に
の
み
文
章
が
記
入
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
あ
る
一
つ
の
可
能
性
を
提
示
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、
割
註
の
片
側
に
の
み
文
章
が
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由

は
、
割
註
を
執
筆
し
た
人
物
が
口
述
者
の
補
足
説
明
を
そ
の
場
で
筆

記
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、「
片
側
の
割
註
」
が
遺
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
内
、
三
箇

所
の
執
筆
状
況
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
執
筆
状
況
は
お
お
む
ね
以
下

の
通
り
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

①
「
二
二
丁
ウ
一
行
目
」（
第
三
章
段
）

　

先
ず
、
遵
西
が
第
三
章
段
に
お
い
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
を
引
用
す

る
よ
う
に
指
示
を
受
け
、
執
筆
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
現
在
の

「
二
二
丁
ウ
一
行
目
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
口
述
者
が
「
樓
夷
亘

羅
仏
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
補
足
説
明
を
始
め
た
。
そ
の
た
め
、

遵
西
は
口
述
者
が
そ
の
時
に
口
頭
で
説
明
し
た
内
容
で
あ
る
「
此
云

世
自
在
王
仏
」
と
い
う
文
章
を
割
註
を
設
け
て
記
入
し
た
。
そ
の
時

遵
西
は
、
口
述
者
の
補
足
説
明
が
続
く
可
能
性
を
考
慮
し
、
割
註
の

右
側
に
の
み
「
此
云
世
自
在
王
仏
」
と
記
入
し
て
次
の
説
明
を
待
っ

て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
口
述
者
の
説
明
が
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
再
び

『
大
阿
弥
陀
経
』
の
引
用
が
始
め
ら
れ
た
た
め
、
経
典
の
引
用
を
割

註
に
続
け
て
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
「
片
側
の
割
註
」

が
遺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



─ 1（（ ─

②
「
二
二
丁
ウ
一
行
目
～
二
行
目
」（
第
三
章
段
）　

　

こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
は
「
二
二
丁
ウ
二
行
目
」
に
さ
し
か
か
っ

た
時
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
手
順
で
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

執
筆
が
「
二
二
丁
ウ
二
行
目
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
口
述
者
が

「
曇
摩
迦
」
と
い
う
ワ
ー
ド
に
対
し
て
補
足
説
明
を
始
め
た
た
め
、

遵
西
は
口
述
者
が
口
頭
で
説
明
し
た
内
容
で
あ
る
「
此
云
法
蔵
」
と

い
う
文
章
を
割
註
を
設
け
て
記
入
し
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
遵
西
は
、

口
頭
で
の
説
明
が
続
く
可
能
性
を
考
慮
し
、
割
註
の
右
側
に
の
み
文

章
を
記
入
し
て
次
の
説
明
を
待
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
ま
た
、
口
述
者
が
そ
こ
で
説
明
を
終
え
て
再
び
『
大
阿
弥

陀
経
』
の
引
用
を
始
め
た
た
め
、
結
果
と
し
て
「
片
側
の
割
註
」
が

本
文
に
遺
る
こ
と
と
な
っ
た
。

③
「
二
四
丁
ウ
七
行
目
」（
第
三
章
段
）

　

更
に
執
筆
が
「
二
四
丁
ウ
七
行
目
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時
も
、
口

述
者
が
「
般
若
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
対
し
て
補
足
説
明
を
始
め
た
た

め
、
遵
西
は
割
註
を
設
け
て
「
信
第
一
義
等
是
也
」
と
い
う
文
章
を

ひ
と
ま
ず
割
註
の
右
側
に
記
入
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
上
述
し
た
経

緯
と
同
じ
よ
う
な
流
れ
を
経
て
、
最
終
的
に
「
片
側
の
割
註
」
が
本

文
に
遺
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

以
上
こ
こ
ま
で
「
廬
山
寺
本
」
の
本
文
に
何
故
、「
片
側
の
割
註
」

が
遺
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、

兼
岩
氏
が
口
述
筆
記
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
な
い
範
囲
に
お
い
て

も
「
片
側
の
割
註
」
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
一
部
が
口
述

筆
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。

　

紙
面
の
関
係
も
あ
る
た
め
、
あ
る
文
献
を
書
写
し
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
割
註
の
文
章
は
一
行
の
幅
に
対
し
て
二
行
分
し
っ
か
り
と
記

載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
「
廬
山
寺
本
」
内
で
一
行
の
幅
に

対
し
て
二
行
分
の
文
章
が
記
し
て
あ
る
割
註
を
何
例
か
確
認
す
る
こ

と
が
出
来
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、「
片
側
の
割
註
」
は
少
な
く
と

も
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
「
片
側
の
割
註
」
に
記
さ
れ
た
文
章
は
、
そ
の
思
想
的

素
を
「
廬
山
寺
本
」
よ
り
時
代
的
に
先
行
す
る
東
大
寺
講
説
「
三
部

経
釈
」
や
『
逆
修
説
法
』
と
い
っ
た
法
然
遺
文
の
中
に
求
め
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
弟
子
達
が
「
廬
山
寺
本
」
の
本
文
に
独
自
に
文
章
を

付
け
足
し
て
い
た
と
い
う
痕
跡
や
伝
承
も
基
本
的
に
は
見
当
た
ら
な
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い
た
め
、「
片
側
の
割
註
」
は
そ
の
場
で
記
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
口
述
筆
記
の
可
能
性
が
見
出
せ
る
「
片
側
の
割
註
」
は
第

四
章
段
に
お
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
一
箇
所
確
認
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

㊀
「
三
七
丁
オ
一
行
目
」（
第
四
章
段
）

　

第
四
章
段
は
感
西
が
執
筆
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
あ
る

が
、
そ
の
範
囲
に
「
片
側
の
割
註
」
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

感
西
が
執
筆
し
た
範
囲
に
関
し
て
も
、
そ
の
一
部
が
口
述
筆
記
さ
れ

て
い
た
可
能
性
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
、「
廬
山
寺
本
」
撰
述
時
の
様
子
と
口
述
者

　
『
選
択
集
』
撰
述
の
場
面
に
関
す
る
記
述
は
数
多
く
の
「
法
然
上

人
伝
」
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収

さ
れ
て
い
る
詞
書
は
、
そ
の
内
容
が
非
常
に
明
瞭
で
あ
る
。

　
『
四
十
八
巻
伝
』
は
主
要
な
「
法
然
上
人
伝
」
の
中
で
も
後
期
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
も
尚
、
そ
の
成
立
や
内
容
の
真
偽

問
題
に
つ
い
て
は
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、『
四
十
八
巻
伝
』

所
収
の
『
選
択
集
』
撰
述
の
場
面
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
『
選
択
集
』
研
究
、
並
び
に
先
学
の
扱
い
方
か
ら
し
て
、

「
廬
山
寺
本
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
し
て
良
さ
そ
う
で
あ

る
）
（
（

。
建
久
八
年
、
上
人
聊
か
悩
み
給
う
こ
と
有
り
け
り
。
殿
下
深
く

御
歎
き
有
り
け
る
ほ
ど
に
、
い
く
ほ
ど
無
く
て
、
平
愈
し
給
い

に
け
り
。
上
人
、
同
じ
く
九
年
正
月
一
日
よ
り
、
草
庵
に
閉
じ

籠
り
て
、
別
請
に
赴
き
給
わ
ざ
り
け
れ
ば
、
藤
右
衛
門
尉
重
経

を
御
使
と
し
て
、「
浄
土
の
法
門
、
年
来
教
誡
を
承
る
と
い
え

ど
も
、
心
府
に
収
め
難
し
。
要
文
を
記
し
給
わ
り
て
、
且
つ
は

面
談
に
準
え
、
且
つ
は
後
の
御
形
見
に
も
備
え
侍
ら
ん
」
と
仰

せ
ら
れ
け
れ
ば
、
安
楽
房
（
外
記
入
道
師
秀
が
子
）
を
執
筆
と

し
て
、『
選
択
集
』
を
選
せ
ら
れ
け
る
に
、
第
三
の
章
書
写
の

時
、「
予
若
し
筆
作
の
器
に
足
ら
ず
ば
、
か
く
の
ご
と
く
の
会

座
に
参
ぜ
ざ
ら
ま
し
」
と
申
し
け
る
を
聞
き
給
い
て
、
こ
の
僧
、

憍
慢
の
心
深
く
し
て
、
悪
道
に
堕
し
な
ん
と
て
、
こ
れ
を
退
け

ら
れ
に
け
り
。
そ
の
後
は
、
真
観
房
感
西
に
ぞ
書
か
せ
ら
れ
け

る
。
こ
の
書
を
選
進
せ
ら
れ
て
後
、
同
年
五
月
一
日
、
上
人
の

夢
の
中
に
、
善
導
和
尚
来
応
し
て
、「
汝
、
専
修
念
仏
を
弘
通

す
る
故
に
、
殊
更
に
来
れ
る
な
り
」
と
示
し
給
う
。
こ
の
書
、
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冥
慮
に
適
え
る
こ
と
知
り
ぬ
べ
し
。
深
く
信
受
す
る
に
足
れ
り）

（
（

。

　
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
の
第
四
段
に
は
以
上
の
よ
う
に
『
選
択

集
』
撰
述
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
に
従
う
の
で

あ
れ
ば
「
廬
山
寺
本
」
は
法
然
に
よ
っ
て
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）

に
撰
述
さ
れ
、
当
初
は
遵
西
が
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
後
に
遵
西
は
驕
慢
の
心
を
起
こ
し
た
た
め
、

執
筆
者
が
第
三
章
段
の
途
中
か
ら
感
西
へ
と
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。

　

確
か
に
『
四
十
八
巻
伝
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
文
章
か
ら
得
ら
れ

る
情
報
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
に
は
上
述
し
た
詞
書
に
続
き
、

そ
れ
に
対
応
す
る
第
四
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

文
献
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
研
究
手
法
と
は
対
照
的
に
絵
の
部
分
に

注
目
し
た
「
法
然
上
人
伝
」
の
研
究
は
、
難
波
秀
定
氏
が
近
年
、
四

つ
の
「
法
然
上
人
伝
」
に
描
か
れ
て
い
る
絵
を
全
て
比
較
し
た
こ
と

に
よ
り）

（
（

、
今
後
更
な
る
発
展
が
期
待
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
が
、『
選

択
集
』
撰
述
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
絵
の
部
分
に
つ
い
て
は
管
見

の
限
り
、
難
波
氏
よ
り
以
前
に
加
藤
義
諦
氏
が
注
目
し
、
以
下
の
よ

う
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
の
奥
か
ら
描
か
れ
て
い
る
人
物
を
い
ま
仮
に
Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
と
し
よ
う
。（
中
略
）
さ
て
、
筆
を
執
っ
て
い
る

僧
Ｂ
は
誰
か
。『
四
十
八
巻
伝
』
の
詞
書
き
に
は
、

安
楽
房[

外
記
入
道
師
秀
子]

を
執
筆
と
し
て
選
択
集
を

選
せ
ら
れ
け
る
に
第
三
章
書
写
の
時
予
も
し
筆
作
の
器
に

た
ら
す
は
か
く
の
こ
と
く
の
会
座
に
参
せ
さ
ら
ま
し
と
申

し
け
る
を
き
ゝ
給
て
此
僧
驕
慢
の
心
ふ
か
く
し
て
悪
道
に

堕
し
な
む
と
て
こ
れ
を
し
り
そ
け
ら
れ
に
け
り
そ
の
後
は

真
観
房
感
西
に
そ
か
ゝ
せ
ら
れ
け
る

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
絵
師
は
Ｂ
を
安
楽
に
擬
し
て
描
い
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
少
年
の
面
影
を
遺
し
て
末
席
に
侍
す
Ａ
は
勢

観
房
源
智
、
老
貌
の
Ｄ
は
真
観
房
感
西
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す

る
と
や
や
う
つ
む
き
加
減
で
小
肥
り
の
Ｃ
が
証
空
と
い
う
こ
と

に
な
る）

（
（

。

　

加
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
の
詞
書
に

従
っ
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
第
四
図
は
、
右
側
の
縁
側
の
よ
う

な
部
分
に
奥
か
ら
源
智
、
遵
西
、
証
空
、
感
西
の
四
名
が
着
座
し
て

い
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
更
に
左
の
建
物
の
中
に
は

法
然
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
加
藤
氏
が
指
摘
し
て
い
な
い
第
四
図
か
ら
得
ら
れ
る
『
選
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択
集
』
撰
述
に
関
す
る
情
報
を
列
挙
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る）

（
（

。

ⅰ　

遵
西
は
法
然
の
口
述
を
筆
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ⅱ　

法
然
は
手
控
え
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

前
述
し
た
通
り
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
の
詞
書
が
「
廬
山
寺

本
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
学
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
詞
書
と
対
応
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
の
第
四

図
も
お
そ
ら
く
、「
廬
山
寺
本
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
伝
承
に
基
づ

い
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
換
言
す
れ
ば
、
第
四
図
か
ら
得
ら
れ
る
ⅰ
、
ⅱ
の
情
報
は

「
廬
山
寺
本
」
の
執
筆
状
況
を
考
え
る
際
、
そ
の
傍
証
と
し
て
扱
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅰ　

少
な
く
と
も
こ
の
絵
を
描
い
た
絵

師
は
、
法
然
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
遵

西
が
筆
を
取
っ
て
い
た
と
捉
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

ⅱ　

少
な
く
と
も
こ
の
絵
を
描
い
た
絵

師
は
、「
廬
山
寺
本
」
が
手
控
え
を
参

照
し
な
が
ら
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
認
識

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
第
四
図
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
内
、
ⅰ
の
情
報
を

傍
証
と
し
て
遵
西
が
誰
の
口
述
を
筆
記
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題

を
一
考
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
遵
西
が
感
西
の
口
述
で
は
な
く
法
然
の

口
述
を
筆
記
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
推
測
出
来
る
。

　

そ
の
他
ⅱ
の
情
報
に
関
し
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
内
容
と
一
致
す
る
た
め）

（
（

、
第
四
図
が
如
何
に
「
廬
山
寺
本
」
撰
述

時
の
様
子
を
正
確
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
際
の
根

拠
に
な
り
得
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
「
口
述
筆
記
説
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た

が
、「
片
側
の
割
註
」
が
本
文
に
遺
さ
れ
て
い
る
経
緯
、
並
び
に

「
廬
山
寺
本
」
の
成
立
問
題
を
考
え
る
際
に
そ
の
傍
証
と
な
る
で
あ

ろ
う
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
の
第
四
図
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
か
ら

推
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
章
段
と
第
二
章
段
以
外
の
章
段
に
お

い
て
も
、「
遵
西
」
が
「
法
然
」
の
口
述
を
一
部
筆
記
し
て
い
た
可

能
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
第
二
節
の
末
尾
で
触
れ
た
第
四
章
段
に
遺
さ
れ
て
い

る
「
片
側
の
割
註
」
よ
り
見
出
す
こ
と
が
可
能
な
口
述
筆
記
の
可
能

性
、
並
び
に
曾
て
兼
岩
氏
が
第
一
章
段
と
第
二
章
段
の
一
部
が
口
述
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筆
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
提
言
す
る
際
に
注
目
し
た
間
違

い
）
（
（

を
第
四
章
段
、
第
九
章
段
、
第
十
一
章
段
、
第
十
二
章
段
に
以
下

の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
状
況
か
ら
判
断
す
る
の
で
あ
れ

ば
、「
遵
西
」
だ
け
で
は
な
く
、「
感
西
」
も
「
法
然
」
の
口
述
を
一

部
筆
記
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

●

「
三
五
丁
ウ
五
行
目
～
六
行
目
」（
第
四
章
段
）

※ 

「
先
づ
上
輩
に
就
き
て
正
助
を
論
ぜ
ば
…
」
と
口
述
さ
れ
、
そ
れ

を
漢
文
体
で
筆
記
し
た
時
に
起
こ
っ
た
挿
入
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

●

「
六
八
丁
ウ
一
行
目
」（
第
九
章
段
）

※ 

「
し
か
る
に
」
と
口
述
さ
れ
、
そ
れ
を
漢
文
体
で
筆
記
し
た
時
に

「
然
る
に
」
か
「
而
る
に
」
か
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
起
こ
っ
た

ミ
ス
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

●

「
七
三
丁
ウ
五
行
目
」（
第
十
一
章
段
）

※ 

「
余
行
は
」
と
口
述
さ
れ
、「
者
」
の
文
字
を
入
れ
る
の
か
、
入
れ

な
い
の
か
不
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

●

「
九
〇
丁
ウ
六
行
目
」（
第
十
二
章
段
）

※ 

「
た
ず
ぬ
れ
ば
」
と
口
述
さ
れ
、
そ
れ
を
漢
文
体
で
筆
記
し
た
時

に
「
原
ぬ
れ
ば
」
か
「
尋
ぬ
れ
ば
」
か
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
起

こ
っ
た
ミ
ス
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
廬
山
寺
本
」
の
一
部
が
「
法
然
」
の
口
述
を
筆
記
し
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
章
段
以
降
の
執
筆
状
況
に
関
す

る
問
題
と
合
わ
せ
て
、
今
後
と
も
慎
重
に
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

1　
『
浄
全
』
七
・
五
四
七
上
。

（　

兼
岩
和
広
「『
選
択
集
』
と
『
逆
修
説
法
』」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

二
八
、
一
～
一
四
頁
、
二
〇
〇
〇
）。

（　

石
井
教
道
『
選
択
集
の
研
究　

総
論
篇
』（
一
九
四
～
一
九
九
頁
、
平
楽
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寺
書
店
、
一
九
五
一
）、
並
び
に
兼
岩
和
広
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
の
草

稿
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
四
二
・
四
三
、
一
四
一

～
一
四
二
頁
、
一
九
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（　
『
聖
典
』
六
・
一
二
二
～
一
二
三
。

（　

難
波
秀
定
「
法
然
上
人
絵
伝
比
較
の
研
究
―
大
原
問
答
の
場
面
を
中
心
に

―
」（『
浄
土
学
』
五
一
、
二
七
九
～
二
九
三
頁
、
二
〇
一
四
）。

（　

加
藤
義
諦
「『
選
択
集
』
の
成
立
と
証
空
」（『
深
草
学
報
』
一
五
、
三
一

頁
、
一
九
九
五
）。

（　
『
四
十
八
巻
伝
』
巻
一
一
第
四
図
の
影
印
資
料
は
中
井
眞
孝
監
修
・
編

『
法
然
上
人
絵
伝
集
成
』
四
―
一
（
二
七
二
～
二
七
三
頁
、
総
本
山
知
恩

院
・
浄
土
宗
、
二
〇
一
四
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。

（　

藤
堂
恭
俊
「
廬
山
寺
蔵
古
鈔
本
選
択
集
の
諸
問
題
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀

要
』
六
三
、
一
～
三
七
頁
、
一
九
七
九
）、
並
び
に
兼
岩
氏
に
よ
る
一
連
の

「
廬
山
寺
本
」
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（　

兼
岩
氏
、
前
掲
註
２
論
文
、
三
～
四
頁
、
六
～
七
頁
。

※
本
稿
に
掲
載
し
た
「
廬
山
寺
本
」
の
影
印
資
料
は
全
て
大
正
大
学

浄
土
宗
宗
典
研
究
会
編
『『
選
択
集
』
諸
本
の
研
究
〈
資
料
編
〉』

一
・
廬
山
寺
本
（
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も

の
を
使
用
し
た
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
敬
西
房
信
瑞
撰
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
見
ら
れ
る
信
瑞
の

思
想
を
論
じ
る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
は
神
道
と
浄
土
教
に
関
す
る
問

答
集
で
あ
り
、
成
立
は
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
と
さ
れ
る）

1
（

。
信
瑞

の
思
想
は
『
明
義
進
行
集
』
を
元
に
、
信
空
の
思
想
を
引
き
継
ぐ

「
無
観
称
名
義
」
で
あ
る
こ
と
が
望
月
信
亨
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ）

（
（

、

現
在
も
な
お
信
空
・
信
瑞
の
思
想
を
述
べ
る
上
で
の
キ
ー
タ
ー
ム
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
現
在
ま
で
『
広
疑
瑞
決
集
』
を
用
い
て

信
瑞
の
思
想
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
『
広
疑
瑞

決
集
』
が
第
一
巻
を
中
心
に
上
原
敦
広
と
の
問
答
と
い
う
形
で
し
か

浄
土
思
想
が
述
べ
ら
れ
な
い
点
や
、「
無
観
称
名
義
」
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
な
い
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
発
表
で
は
そ
の

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
注
目
し
、『
明
義
進
行
集
』
と
は
異
な
る
側
面
か

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
信
瑞
の
思
想

前　

島　

信　

也

ら
見
た
信
瑞
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
往
生
行

　

ま
ず
、
信
瑞
が
述
べ
る
「
往
生
行
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

『
広
疑
瑞
決
集
』
の
中
で
「
往
生
行
」
を
示
す
も
の
を
抽
出
す
る
と

以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
因
を

、
果
を　
　

で
示
し
た
。

【
原
文
】

①
（『
観
経
疏
』
引
用
）
如
無
量
寿
経
四
十
八
願
中
唯
明
専
念
弥

陀
名
号
得
生
又
如
弥
陀
経
中
一
日
七
日
専
念
弥
陀
名
号
得
生
又

十
方
恒
沙
諸
仏
証
誠
不
虚
也
又
此
経
定
散
文
中
唯
標
専
念
名
号

得
生
此
例
非
一
也
（
二
六
頁
）

②
（『
選
択
集
』
引
用
）
弥
陀
如
来
不
以
余
行
為
往
生
本
願
唯
以

念
仏
為
往
生
本
願
之
文
（
中
略
）
准
云
善
導
観
経
疏
中
上
来
雖

説
定
散
両
門
之
益
望
仏
本
願
意
在
衆
生
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
之
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釈
意
且
解
之
者
上
輩
之
中
雖
説
菩
提
心
等
余
行
望
上
本
願
意
唯

在
衆
生
専
称
弥
陀
名
而
本
願
中
更
無
余
行
三
輩
俱
依
上
本
願
故

云
一
向
専
念
無
量
寿
仏
也
（
二
七
頁
）

③
然
則
三
心
具
足
の
念
仏
は
、
上
一
形
よ
り
下
一
念
に
至
る
ま
で

に
、
皆
悉
に
往
生
す
。
往
生
し
ぬ
れ
ば
全
く
品
位
差
別
な
し
。

極
楽
は
大
乗
善
根
の
界
、
報
仏
報
土
の
砌
な
る
が
故
に
、
同
く

一
品
也
。
是
浄
土
宗
の
実
義
と
す
。（
三
〇
頁
）

④
三
心
と
て
別
々
に
云
立
つ
る
時
は
、
こ
と
ご
と
し
き
様
な
れ
ど

も
、
か
く
心
得
れ
ば
、
風
情
も
な
き
也
。
至
れ
る
愚
痴
の
者
、

是
ほ
ど
思
は
ざ
れ
ど
も
、
念
仏
申
す
も
の
は
、
往
生
す
と
ば
か

り
信
じ
て
、
口
に
は
常
に
念
仏
を
だ
に
申
せ
ば
、
往
生
定
て
疑

ひ
な
し
。
此
外
に
は
別
に
三
心
な
き
也
。（
三
二
頁
）

⑤
殺
生
は
す
と
云
と
も
、
そ
れ
に
付
け
て
も
、
心
に
は
仏
助
け
玉

へ
と
思
ひ
て
、
口
に
念
仏
を
だ
に
申
さ
ば
、
其
悪
は
漸
々
に
と

ど
ま
り
て
、
終
ひ
に
往
生
を
と
ぐ
べ
し
。（
四
二
頁
）

⑥
但
し
西
方
の
行
者
は
、
睡
眠
を
除
け
ば
、
常
に
弥
陀
名
号
を
忘

る
る
こ
と
な
か
れ
。
是
即
決
定
往
生
の
正
業
也
。（
六
一
頁
）

⑦
但
し
殺
生
は
漸
々
に
と
ど
ま
り
て
、
念
仏
だ
に
も
ね
ん
ご
ろ
に

申
さ
ば
、
順
次
の
往
生
何
ぞ
疑
は
ん
。（
九
二
頁
）

⑧
神
明
を
仰
ぎ
て
、
仏
法
に
帰
せ
ず
し
て
、
空
く
一
生
を
過
し
て
、

永
く
三
途
に
し
づ
ま
ん
こ
と
を
悲
し
む
が
故
に
、
道
理
を
も
て

責
伏
す
る
也
。
若
道
理
に
を
れ
て
、
今
も
ゆ
く
末
も
百
千
が
中

に
、
若
は
一
人
な
り
と
も
、
若
は
二
人
な
り
と
も
、
昔
の
つ
み

を
く
ひ
、
当
時
の
殺
生
を
と
ど
め
て
念
仏
を
行
じ
て
往
生
を
遂

ば
、
莫
大
の
功
徳
な
り
。
往
生
の
正
業
な
り
。（
一
二
二
頁
）

⑨
仰
願
は
各
の
殺
生
邪
見
の
義
を
改
て
、
此
す
す
め
に
随
て
、
や

す
き
名
号
を
唱
て
、
目
出
度
浄
土
に
生
れ
よ
。
若
然
ば
愚
老
が

望
み
已
に
み
ち
、
諸
仏
の
誓
ひ
又
た
り
な
ん
。
随
喜
し
て
信
行

せ
よ
。
敢
て
人
の
為
に
は
非
ず
。（
一
二
三
頁
）

　

①
の
『
観
経
疏
』
は
「
定
善
義
」
第
九
真
身
願
の
解
釈
部
分
で
あ

り
）
（
（

、
こ
れ
は
『
選
択
集
』
第
七
章
段
で
も
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る）

（
（

。

こ
こ
で
は
念
仏
の
功
徳
を
三
部
経
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
。

　

②
の
『
選
択
集
』
は
第
三
章
段
と
第
四
章
段
を
引
用
し
、
諸
行
非

本
願
・
本
願
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
特
に
第
四
章
段

の
引
用
箇
所
は
、
廃
助
傍
の
三
義
の
内
、
第
一
の
廃
立
の
み
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、『
選
択
集
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
廃
立
を

以
て
正
と
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
引
用
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
そ
の
両
書
を
挙
げ
た
後
に

•

（
善
導
）
和
尚
は
弥
陀
の
化
身
な
り
。
仰
で
信
ず
べ
し
。
疑
慮

す
る
こ
と
勿
れ
。（
二
六
頁
）
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•

（
善
導
）
和
尚
の
御
釈
を
、（
法
然
）
上
人
得
玉
へ
る
こ
と
如

此
。
疑
ふ
こ
と
な
か
れ
。（
二
七
頁
）

と
述
べ
、
両
書
に
解
釈
を
加
え
ず
に
引
用
し
、
思
想
の
根
拠
と
す
る

姿
勢
を
見
出
せ
る
。

　

次
に
③
で
は
往
生
行
を
「
三
心
具
足
の
念
仏
」
と
す
る
。
こ
れ
は

善
導
『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
の
一
節
で
あ
る
、

除
斯
已
外
一
心
信
樂
求
願
往
生
上
盡
一
形
下
收
十
念
乘
佛
願
力

莫
不
皆
往）

（
（

と
、
法
然
『
選
択
集
』
第
三
章
段
の
一
節
で
あ
る

善
導
総
言
念
仏
往
生
願
者
其
意
即
周
也
所
以
然
者
上
取
一
形
下

取
一
念
之
故
也）

（
（

と
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
①
②
と
同
様
に
両

師
の
思
想
を
根
拠
と
し
、「
三
心
具
足
の
念
仏
」
の
み
が
往
生
行
で

あ
り
、「
浄
土
宗
の
実
義
）
（
（

」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。

　

一
方
④
～
⑨
で
は
具
体
的
な
行
法
を
示
し
て
お
り
、
全
て
称
名
念

仏
を
も
っ
て
往
生
行
、
又
は
「
往
生
の
正
業
」
と
す
る
八
。

　

以
上
、
往
生
行
に
つ
い
て
抽
出
・
検
討
を
加
え
た
。
信
瑞
の
思
想

の
根
拠
は
善
導
・
法
然
の
思
想
で
あ
り
、「
浄
土
宗
の
実
義
」、「
往

生
の
正
業
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
な
が
ら
三
心
具
足
の
称
名
念
仏
を

主
張
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
次
に
そ
の
中
の
三
心
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

二
、
三
心

　
『
広
疑
瑞
決
集
』
で
三
心
の
内
容
を
示
す
箇
所
は
一
箇
所
の
み
で

あ
る
が
、
併
せ
て
念
仏
と
共
に
具
す
べ
き
信
に
つ
い
て
具
体
的
に
示

さ
れ
た
部
分
も
検
討
し
た
い
。
概
当
箇
所
は　
　

で
示
し
た
。

③
然
則
三
心
具
足
の
念
仏
は
、
上
一
形
よ
り
下
一
念
に
至
る
ま
で

に
、
皆
悉
に
往
生
す
。
往
生
し
ぬ
れ
ば
全
く
品
位
差
別
な
し
。

極
楽
は
大
乗
善
根
の
界
、
報
仏
報
土
の
砌
な
る
が
故
に
、
同
く

一
品
也
。
是
浄
土
宗
の
実
義
と
す
。（
三
〇
頁
）

④
問
、
三
心
具
足
す
る
様
い
か
ん
。
答
、
先
師
法
蓮
上
人
の
只
一

口
に
の
玉
ひ
し
は
人
の
た
め
な
ら
ず
、
わ
れ
か
ま
へ
て
往
生
せ

ん
と
思
ふ
は
至
誠
心
也
。
我
身
い
か
に
わ
る
け
れ
ど
も
、
念
仏

だ
に
申
せ
ば
、
願
力
の
つ
よ
き
に
ひ
か
れ
て
、
必
ず
往
生
す
と

信
ず
る
は
深
心
な
り
。
往
生
の
た
め
に
念
仏
申
こ
そ
、
や
が
て

回
向
発
願
心
よ
。
三
心
と
て
別
々
に
立
つ
る
時
は
、
こ
と
ご
と

し
き
様
な
れ
ど
も
、
か
く
心
得
れ
ば
風
情
も
な
き
也
。
至
れ
る

愚
痴
の
者
、
是
ほ
ど
思
は
ざ
れ
ど
も
、
念
仏
申
す
も
の
は
、
往

生
す
と
ば
か
り
信
じ
て
、
口
に
は
常
に
念
仏
を
だ
に
申
せ
ば
、

往
生
定
て
疑
ひ
な
し
。
此
外
に
は
別
に
三
心
な
き
也
と
云
々
。
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三
心
の
義
ま
ち
ま
ち
な
り
と
雖
も
、
此
の
義
最
勝
也
。
心
得
や

す
く
信
じ
や
す
し
。
愚
痴
闇
鈍
の
我
等
が
為
に
、
五
劫
ま
で
思

惟
し
玉
へ
る
本
願
の
用
心
、
豈
ふ
か
く
わ
づ
ら
は
し
か
ん
や
。

静
に
是
を
思
ふ
べ
し
。（
三
二
頁
）

⑩
三
心
具
足
し
て
念
仏
す
る
人
を
ば
仏
光
を
以
て
摂
取
し
て
す
て

玉
は
ず
。
此
光
に
あ
ふ
者
は
、
三
垢
消
滅
し
て
、
身
意
入
軟
と

と
け
り
。（
三
八
頁
）

⑤
殺
生
は
す
と
云
と
も
、
そ
れ
に
付
け
て
も
、
心
に
は
仏
助
け
玉

へ
と
思
ひ
て
、
口
に
念
仏
を
だ
に
申
さ
ば
、
其
悪
は
漸
々
に
と

ど
ま
り
て
、
終
ひ
に
往
生
を
と
ぐ
べ
し
。（
四
二
頁
）

⑧
若
道
理
に
を
れ
て
今
も
ゆ
く
末
も
百
千
が
中
に
、
若
は
一
人
な

り
と
も
、
若
は
二
人
な
り
と
も
、
昔
の
つ
み
を
く
ひ
、
当
時
の

殺
生
を
と
ど
め
て
念
仏
を
行
じ
て
往
生
を
遂
ば
、
莫
大
の
功
徳

な
り
。
往
生
の
正
業
な
り
。（
一
二
二
頁
）

⑨
仰
願
は
各
の
殺
生
邪
見
の
義
を
改
て
、
此
す
す
め
に
随
て
、
や

す
き
名
号
を
唱
て
、
目
出
度
浄
土
に
生
れ
よ
。
若
然
ば
愚
老
が

望
み
已
に
み
ち
、
諸
仏
の
誓
ひ
又
た
り
な
ん
。
随
喜
し
て
信
行

せ
よ
。
敢
て
人
の
為
に
は
非
ず
。（
一
二
三
頁
）

　

こ
こ
で
最
も
三
心
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
④
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
信
空
の
法
語
に
よ
っ
て
三
心
を
平
易
に
説
明
す
る
も
の
の
、

「
念
仏
申
す
も
の
は
、
往
生
す
と
ば
か
り
信
じ
て
、
口
に
は
常
に
念

仏
を
だ
に
申
」
す
こ
と
こ
そ
が
三
心
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
そ
し

て
こ
の
解
釈
こ
そ
が
「
最
勝
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
信
瑞
の
引
用

す
る
信
空
の
三
心
解
釈
は
『
明
義
進
行
集
』
に
も
記
述
が
あ
る
。

　
『
明
義
進
行
集
』
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
と
同
じ
く
信
瑞
の
著
作
の

一
つ
で
あ
る
。
信
空
の
三
心
観
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
修
理
亮
惟
宗

忠
義
の
念
仏
義
の
不
審
十
四
箇
条
に
対
し
て
信
空
が
示
し
た
部
分
で

あ
る
。
以
下
共
通
す
る
箇
所
を
傍
線
で
示
す
。

『
明
義
進
行
集
』（『
影
印
・
翻
刻
』
一
四
六
～
一
四
八
頁
）

（
深
心
は
）
カ
ミ
ノ
ワ
ロ
キ
ニ
ハ
ヨ
ラ
ス
、
仏
ノ
願
力
ノ
ツ
ヨ

キ
ニ
ヒ
カ
レ
テ
浄
土
へ
マ
ヒ
ラ
ム
ト
一
念
モ
疑
フ
心
ナ
ク
オ
モ

フ
ヘ
キ
ナ
リ
、
三
ニ
回
向
発
願
心
ト
イ
ハ
我
過
去
現
在
ノ
所
修

ノ
善
根
及
ヒ
他
人
功
徳
ヲ
随
喜
シ
タ
ル
善
根
マ
テ
ヲ
極
楽
ニ
廻

向
シ
テ
浄
土
ニ
往
生
セ
ム
ト
願
ス
ル
ヲ
回
向
発
願
心
ト
ナ
ツ
ク
、

三
心
如
此
全
ク
風
情
モ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
此
ヲ
ト
コ
ロ
セ
ク

様
々
ニ
申
ナ
サ
ム
ハ
ソ
ヽ
ロ
事
ナ
リ
、（
中
略
）、
ヒ
ト
タ
メ
ナ

ラ
ス
、
我
身
マ
コ
ト
シ
ク
往
生
セ
ム
ト
オ
モ
フ
コ
ヽ
ロ
ハ
至
誠

心
ナ
リ
、
念
仏
ヲ
ハ
往
生
ス
ヘ
シ
ト
信
ス
ル
コ
ヽ
ロ
ハ
則
深
心

ナ
リ
、
コ
ノ
ツ
ト
メ
ヲ
モ
テ
極
楽
ヘ
マ
ヒ
ラ
ム
ト
ネ
カ
フ
ハ
ヤ

カ
テ
回
向
発
願
心
ナ
リ
、
此
ノ
ホ
カ
ニ
別
ニ
三
心
ナ
シ
、
コ
ノ
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心
ス
テ
ニ
具
セ
リ
、
往
生
疑
ヒ
ナ
シ
、
教
文
サ
ラ
ニ
タ
カ
ハ
サ

ル
モ
ノ
ナ
リ
、

　

こ
こ
で
は
三
心
の
義
が
ま
ず
詳
細
に
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
を
さ
ら
に

平
易
に
述
べ
て
い
る
。『
広
疑
瑞
決
集
』
は
こ
の
説
示
内
容
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
審
十
四
箇
条
に
対
す
る
返
信
を
出
典

と
確
定
で
き
る
。
ま
た
、「
念
仏
申
す
も
の
は
、
往
生
す
と
ば
か
り

信
じ
て
、
口
に
は
常
に
念
仏
を
だ
に
申
せ
ば
、
往
生
定
て
疑
ひ
な

し
」
と
示
す
箇
所
は
、『
明
義
進
行
集
』
の
下
野
守
藤
原
朝
臣
が
女

に
対
す
る
信
空
の
返
事
に

先
師
法
然
上
人
ノ
ア
サ
ユ
フ
ヒ
ト
ニ
ヲ
シ
ヘ
ラ
レ
シ
コ
ト
ナ
リ
、

念
仏
ニ
ハ
全
ク
様
ナ
シ
、
タ
ヽ
申
セ
ハ
極
楽
へ
詣
ル
事
ト
シ
リ

テ
コ
ヽ
ロ
ヲ
至
シ
テ
只
申
セ
ハ
マ
イ
ル
コ
ト
ナ
リ
、（
一
四
六

頁
）

と
あ
り
、
信
瑞
は
こ
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
、
信
瑞

の
三
心
思
想
は
信
空
の
思
想
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

次
い
で
具
体
的
な
三
心
の
内
容
を
示
し
て
い
な
い
⑤
・
⑧
・
⑨
・
⑩

に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

【
心
に
は
仏
助
け
給
へ
と
思
ひ
て
】

　

こ
の
表
現
は
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

菊
池
勇
二
郎
氏
は
『
源
空
と
そ
の
門
下
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
）

「『
一
言
芳
談
』
の
な
か
の
「
助
け
給
へ
阿
弥
陀
仏
」」
の
中
で
、
弁

阿
聖
光
・
蓮
華
谷
明
遍
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
菊
池
氏
は
『
一

言
法
談
』『
祖
師
一
口
法
語
』
を
中
心
に
検
討
し
、
こ
の
「
助
け
給

え
」
と
い
う
表
現
は
法
然
自
身
が
語
っ
た
上
で
、「
鎮
西
系
統
」
と

「
明
遍
系
統
」
の
二
系
統
の
中
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
系
統
の
特
徴
と
し
て

鎮
西
系
統
…
有
智
無
智
や
善
人
悪
人
な
ど
の
差
別
を
越
え
た
阿

弥
陀
仏
の
本
願
と
、
そ
れ
に
対
す
る
信
を
説
い
て
「
道
心
者
」

に
近
づ
こ
う
と
す
る

明
遍
系
統
…
「
有
智
」
で
あ
り
な
が
ら
智
慧
を
越
え
た
「
道
心

者
」
の
念
仏
の
在
り
方
を
説
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。

と
結
論
づ
け
て
い
る）

（
（

。
こ
こ
で
は
「
明
遍
系
統
」
の
法
語
群
の
根
拠

を
『
一
言
法
談
』『
祖
師
一
口
法
語
』
に
限
っ
て
い
た
が
、
新
た
に

『
広
疑
瑞
決
集
』
及
び
『
明
義
進
行
集
』
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
明
義
進
行
集
』
で
は
、
明
遍
の
項
に
お
い
て

経
ノ
文
ニ
モ
詮
要
ハ
称
名
ヲ
ノ
ミ
ス
ヽ
メ
ラ
レ
タ
リ
、
往
生
ノ

想
引
接
ノ
想
ナ
ト
イ
フ
タ
ニ
モ
ナ
ヲ
オ
モ
ヒ
エ
カ
タ
シ
、
タ
ヽ

ホ
ト
ケ
、
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
ト
オ
モ
ヒ
テ
相
続
不
断
ニ
称
名
ス
ル

ニ
ハ
シ
カ
ス
、

と
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
祖
師
一
口
法
語
』
の
明
遍
の
法
語
と
一
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致
す
る
。
つ
ま
り
「
明
遍
系
統
」
に
新
た
な
座
標
と
し
て
『
明
義
進

行
集
』
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
信
瑞
自
身
が
『
広
疑
瑞

決
集
』
内
に
お
い
て
「
助
け
給
え
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、「
鎮
西
系

統
」「
明
遍
系
統
」
の
他
に
新
た
に
「
信
瑞
系
統
」
を
加
え
る
こ
と

が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
光
・
明
遍
・
信
瑞
の
信
の
具
体
的
あ
り

方
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

【
昔
の
つ
み
を
く
ひ
・
殺
生
邪
見
の
義
を
改
て
・
後
に
改
悔
し
て
】

　

⑧
・
⑨
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
神
明
に
仕
え
る
者
が
こ
れ
ま
で
行

っ
て
き
た
殺
生
と
い
う
行
為
を
「
懺
悔
」
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）

10
（

。

「
懺
悔
」
し
て
殺
生
を
と
ど
め
、
念
仏
を
行
じ
れ
ば
往
生
が
で
き
る

と
す
る
。
⑩
も
「
後
に
改
悔
し
て
」「
三
心
具
足
の
念
仏
」
を
修
す

れ
ば
、
弥
陀
の
光
明
に
あ
ず
か
り
、
三
垢
消
滅
し
身
心
が
和
ら
ぐ
と

い
う
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
同
内
容
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
⑩
の
部

分
は
『
無
量
寿
経
』
の
引
用
で
あ
り）

1（
（

、「
滅
罪
」
を
具
体
的
に
示
し

た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
弥
陀
の
光
明
に
つ
い
て
は
第
④
疑
・
問
答
1（

に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
が
示
さ
れ
て
い
る
。

問
、
摂
取
不
捨
の
義
、
具
さ
に
是
を
き
ゝ
つ
、
若
し
然
者
我
身

は
、
既
に
摂
取
を
か
ふ
む
れ
り
、
決
定
往
生
す
べ
し
と
知
る
様

あ
り
や
。

答
、
あ
り
、
所
謂
摂
取
の
光
に
照
ら
さ
る
ゝ
も
の
は
、
昔
に
か

は
る
也
。
い
か
に
か
は
る
ぞ
と
云
へ
ば
、
仏
に
は
ぢ
奉
る
意
深

し
て
、
悪
を
お
そ
れ
念
仏
を
申
也
。
若
如
是
心
よ
り
か
は
る
な

ら
ば
、
我
身
は
摂
取
を
か
ふ
む
れ
り
、
往
生
疑
な
し
と
深
く
た

の
む
べ
き
也
。
さ
て
悪
を
お
そ
れ
、
念
仏
を
申
事
は
、
只
人
目

ば
か
り
に
て
内
心
に
は
昔
に
か
は
ら
ず
し
て
、
底
に
は
悪
も
お

そ
ろ
し
か
ら
ず
、
念
仏
も
申
さ
れ
ず
ば
、
わ
れ
未
だ
、
摂
取
を

か
ふ
む
ら
ず
。
往
生
不
定
也
と
思
ひ
て
、
相
か
ま
へ
て
昔
に
か

は
り
て
悪
を
お
そ
れ
、
念
仏
を
申
す
身
と
な
り
て
、
決
定
往
生

の
人
数
に
入
ら
ん
と
思
ふ
べ
き
也
。（
後
略
、
三
二
頁
～
三
三

頁
）

こ
こ
で
は
、
決
定
往
生
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う

問
に
対
し
て
、
心
を
改
め
て
、
悪
を
畏
れ
念
仏
を
修
し
、
決
定
往
生

し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
れ
ば
良
い
と
す
る
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
⑧
・
⑨
・
第
④
疑
・
問
答
1（
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
念
仏
を
修
し
て
い
た
と
し
て
も
、
殺
生
を

行
っ
て
い
る
限
り
は
往
生
不
定
で
あ
る
（
⑩
）。
こ
れ
は
光
明
に
照

ら
さ
れ
ず
、
悪
を
恐
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
（
第
④
疑
問
答
1（
）。

し
か
し
、
殺
生
す
る
こ
と
を
悔
い
改
め
て
念
仏
を
行
ず
れ
ば
、
そ
れ

は
光
明
に
照
ら
さ
れ
、
三
心
具
足
の
念
仏
を
修
す
る
こ
と
と
な
り
往

生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

（
⑧
・
⑨
・
⑩
）。
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つ
ま
り
、
殺
生
し
て
い
る
間
は
そ
の
自
覚
が
な
い
状
態
で
あ
り
三

心
具
足
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
を
自
覚
し
改
め
た
な
ら
ば
往
生
が

か
な
う
と
判
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
信
瑞
の
三
心
で
示
さ
れ
る
信
の
定
義
を
確
認
し
た
。
信
瑞

は
三
心
具
足
念
仏
を
往
生
の
因
と
し
、
信
空
の
思
想
を
引
用
し
て
三

心
を
解
釈
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
な
内
容
は
「
往
生
す
と
ば
か
り
信

じ
て
」「
仏
助
け
た
ま
え
」「
昔
を
く
い
」
と
い
う
具
体
的
な
内
容
で

あ
り
、
そ
れ
は
聖
光
・
明
遍
等
の
思
想
と
共
通
す
る
内
容
を
含
ん
で

い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

お
わ
り
に

　

信
瑞
の
実
践
論
は
、
善
導
・
法
然
を
根
拠
に
、
三
心
具
足
の
念
仏

で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
こ
れ
は
法
然
の
思
想
か
ら
逸
脱
す
る
こ

と
の
な
い
、
ま
さ
に
「
浄
土
宗
の
実
義
」
た
る
内
容
で
あ
り
、
言
い

換
え
れ
ば
法
然
の
思
想
が
忠
実
に
顕
在
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
『
明
義
進
行
集
』
に
示
さ
れ
る
「
無
観
称
名
」
と
い
う
名
称
は
見

ら
れ
ず
と
も
、
そ
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
信
空

の
思
想
を
継
ぐ
と
さ
れ
る
信
瑞
が
、
聖
光
・
明
遍
と
共
通
す
る
思
想

を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

1　

序
文
と
奥
書
は
袮
津
宗
伸
『
中
世
地
域
社
会
と
仏
教
文
化
』
第
八
章
（
法

蔵
館
、
二
〇
〇
九
）
三
〇
六
～
三
一
二
の
翻
刻
を
用
い
る
。

（　

望
月
信
亨
「
信
瑞
の
『
明
義
進
行
集
』
と
無
観
称
名
義
」（
望
月
信
亨

『
浄
土
教
之
研
究
』、
一
九
七
七
年
）
こ
こ
で
望
月
氏
は
「
無
観
称
名
」
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 

　
（
無
観
の
称
名
の
）
其
の
意
味
は
心
を
澄
ま
し
妄
念
を
払
っ
て
仏
を
観
念

す
る
の
で
は
な
く
散
乱
の
心
の
ま
ま
で
、
如
来
の
本
願
を
憑
み
て
名
号
を
称

す
る
を
い
っ
た
も
の
（
九
六
七
）

 

　

こ
の
他
、「
無
観
称
名
」
の
最
近
の
先
行
研
究
と
し
て
、
善
裕
昭
「
信
瑞

『
明
義
進
行
集
』
の
思
想
」（『
融
通
念
仏
集
に
お
け
る
信
仰
と
教
義
の
邂
逅
』、

法
蔵
館
、
二
〇
一
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（　
『
聖
典
』
二
・
一
〇
五
～
一
〇
六
。

（　
『
聖
典
』
三
・
四
一
～
四
二
。

（　
『
浄
全
』
二
・
四
下
。

（　
『
聖
典
』
三
・
二
九
。

（　
「
浄
土
宗
の
実
義
」
に
対
し
て
「
相
伝
の
一
義
」
の
語
も
存
在
す
る
。「
相

伝
の
一
義
」
に
つ
い
て
は
『
浄
土
学
』
五
三
（
浄
土
学
研
究
会
、
二
〇
一

六
）、「『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
信
瑞
の
思
想
―
特
に
三
願
思
想
に
つ
い

て
―
」
内
で
言
及
し
た
。

（　

こ
こ
で
⑧
の
中
に
確
認
で
き
る
「
往
生
の
正
業
」
と
い
う
表
記
に
は
、
一

点
問
題
が
あ
る
。
こ
の
「
往
生
の
正
業
」
と
い
う
表
現
自
体
は
⑥
に
も
確
認

で
き
る
が
、
そ
の
実
質
の
内
容
は
異
な
る
。

 
　

⑥
の
内
容
は
念
仏
の
相
続
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
⑧
で
は
神
明
に
仕
え
る
人
を
勧
進
し
、
そ
の
人
が
往
生
を
遂
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
勧
進
す
る
こ
と
自
体
が
「
往
生
の
正
業
」
に
な
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
内
容
は
、
そ
の
念
仏
往
生
の
勧
進
を
示
す
も
の
で

あ
る
か
ら
、
一
概
に
異
な
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

（　

な
お
、
菊
地
氏
は
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
『
一
言
法
談
』
内
に
二
つ
の
系
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統
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
に
留
め
て
い
る
。
こ
の
菊
地
氏
の
視
点
を
元
に

西
村
慶
哉
氏
は
「
明
遍
教
学
の
研
究
」（
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

要
三
五
、
二
〇
一
三
）
の
中
で
、
弁
長
鎮
西
義
と
明
遍
道
心
義
が
比
較
的
近

い
関
係
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
五
）。
明
遍
教
学
の
研
究
に
関
し

て
、
鎮
西
に
近
し
い
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
昨
今
幾
つ
か
の
論
考

が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
結
論
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
筆
写
自
身
未

だ
明
遍
の
思
想
を
中
心
に
論
じ
え
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
の
結
論
は
避
け

る
が
、
明
遍
の
思
想
は
、（
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
っ
た
に
し
ろ
）
法
然
と

共
通
す
る
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
信
瑞
は
明
遍
の
思
想
を
扱
っ
て
い
る

と
い
う
立
場
を
と
り
た
い
。

10　

こ
こ
で
、
懺
悔
は
信
か
行
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
念
仏
自
体
に
懺
悔
行

が
含
ま
れ
る
点
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
行
者
の
心
的
変
化

を
中
心
に
捉
え
、
信
と
い
う
中
に
扱
い
を
置
く
。
な
お
高
橋
弘
次
氏
は
「
法

然
に
お
け
る
懺
悔
と
滅
罪
」（『
浄
土
宗
開
宗
八
百
年
記
念　

法
然
上
人
研

究
』（
仏
教
大
学
・
法
然
上
人
研
究
会
、
一
九
七
五
）
の
中
で
、
懺
悔
の
内

容
に
つ
い
て
主
に
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
懺
悔
の
意
識
内
容
を

二
種
深
心
の
信
機
内
容
の
一
致
を
示
す
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
自
体
は
称
名

念
仏
の
中
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
そ
こ
こ
そ
が
法
然
が
積
極
的
に
懺
悔

を
説
か
な
い
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（
二
〇
〇
）

11　

こ
の
中
、「
念
仏
」
と
「
三
心
具
足
念
仏
」
の
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
往
生
の
定
・
不
定
が
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
三
心
も
往
生
に
必
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
目
で
き
る
。

1（　
『
浄
全
』
一
・
一
三
。

1（　

高
橋
弘
次
氏
は
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
生
ず
る
懺
悔
意
識
と
い
う
も
の
を
、

光
明
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
悪
業
深
重
の
存
在
を
自
覚
し
、

そ
の
罪
業
を
認
め
告
白
す
る
意
識
で
あ
る
と
し
、
光
明
を
仏
側
の
滅
罪
作
用

の
表
れ
と
し
て
示
し
て
い
る
。（
二
〇
二
～
二
〇
三
）
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以
前
、
拙
論
『
釋
淨
土
群
疑
論
の
研
究
』
に
お
い
て
、『
大
乘
苑

義
林
章
』
に
お
い
て
、
善
導
の
指
方
立
相
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
浄
土

の
三
界
摂
不
摂
論
を
展
開
し
た
。

　

で
は
『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
の
主
張
を
再
考
し
て
み
よ
う
。
巻
第

七
末
、
佛
土
章
に
よ
る
と
、
法
性
土
は
真
如
の
理
で
あ
り
、
自
受
用

土
は
法
界
に
充
ち
て
い
る
か
ら
、
特
に
決
め
ら
れ
た
場
所
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
他
受
用
身
に
つ
い
て
は
、『
佛
地
經
』
に
お
い
て
、
三

界
に
形
成
さ
れ
た
場
所
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
箇
所

を
引
用
し
て
そ
れ
を
三
方
面
か
ら
解
釈
す
る
が
、
そ
の
中
、「
如
実

の
義
」
と
し
て
、
次
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
十
地
の
菩
薩
が
見
れ

ば
報
土
と
な
り
、
地
前
の
菩
薩
が
見
れ
ば
化
土
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
心
に
随
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
浄
土
が
現
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

方
向
を
定
め
て
、
一
つ
の
場
所
を
特
別
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
し
て
、
ま
さ
に
善
導
の
指
方
立
相
に
対
す
る
論
難
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
指
方
立
相
は
、
衆
生
に
浄
土
へ
の
あ
こ

が
れ
の
心
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
、
特
別
に
定
め
た
だ
け
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
本
来
は
、
心
の
浄
ら
か
な
状
態
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

浄
土
の
浄
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
凡
夫
の
変
現
す
る
よ
う

な
化
土
は
、
三
界
の
迷
い
の
世
界
の
物
に
心
を
至
し
て
変
現
す
る
の

で
あ
る
か
ら
三
界
摂
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

古
人
は
、
こ
の
三
界
摂
の
浄
土
に
理
屈
を
つ
け
て
、
三
界
の
外
に
特

別
に
あ
る
場
所
だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
道
理
に
従
う
な
ら
ば
、
凡

夫
に
よ
っ
て
変
現
さ
れ
た
浄
土
に
は
、
必
ず
清
浄
智
に
転
じ
ら
れ
て

い
な
い
異
熟
識
（
阿
頼
耶
識
）
が
存
在
す
る
。
異
熟
識
が
残
っ
て
い

る
心
は
、
三
界
の
摂
に
他
な
ら
な
い
。
決
し
て
三
界
を
出
過
し
て
い

る
は
い
え
な
い
。
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
こ
そ
三

界
を
超
え
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
指
方
立
相
の
よ
う
に
、

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
指
方
立
相
浄
土
批
判
に
対
す
る
二
方
向
の
反
駁

村　

上　

真　

瑞
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浄
土
と
い
う
場
所
が
特
別
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
変
現
さ
れ
た
心
に

随
っ
て
浄
土
は
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
基

は
、
厳
し
く
浄
土
教
の
指
方
立
相
に
対
し
て
論
難
を
加
え
て
い
る
。

　

概
説
す
る
な
ら
ば
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
で
は
詳
細
に
三
界
不
摂

を
説
明
し
、
前
述
の
基
の
『
大
乘
方
苑
義
林
章
』
の
説
を
否
定
す
る

型
式
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
と

『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
と
の
論
諍
の
一
々
に
つ
い
て
は
、
割
愛
し
て
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
中
の
重
要
な
問
題
を
一
つ
だ
け
と
り
あ
げ
た
い
。

す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
で
は
、
浄
土
と

は
、
そ
の
人
の
心
の
浄
ら
か
な
様
子
に
従
っ
て
浄
土
も
浄
ら
か
な
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
凡
夫
の
変
現
す
る
よ
う
な
化
土
は
三
界

の
迷
い
の
世
界
の
物
に
心
を
執
著
し
て
変
現
す
る
の
で
あ
る
か
ら
三

界
摂
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
懷
感
は
、
凡
夫
は
物
に
心
を
執
着
す
る
以
外
救
わ
れ
る
道
が
な
い

こ
と
と
、
浄
土
自
身
に
具
わ
る
阿
弥
陀
佛
の
本
願
他
力
の
力
用
と
を

ふ
ま
え
て
、『
大
乘
法
苑
義
林
章
』
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
お
い
て
は
、「
如
来
の
無
漏
の

浄
土
に
依
託
し
て
、
有
漏
心
の
浄
土
を
現
ず
る
が
、
し
か
し
凡
夫
の

現
ず
る
浄
土
は
無
漏
の
如
来
の
本
質
、
形
相
を
も
つ
国
土
に
依
拠
し

て
い
る
限
り
、
煩
悩
に
よ
る
所
縁
縛
と
相
応
縛
と
が
な
い
か
ら
煩
悩

の
増
加
す
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
無
漏
で

あ
る
滅
道
諦
を
有
漏
心
が
縁
じ
て
も
煩
悩
が
増
加
し
な
い
の
に
等
し

い
。」
懷
感
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
太
陽
を
凝
視
し
た
場
合
、
眼
根

の
は
た
ら
き
が
著
し
く
失
わ
れ
る
と
い
う
譬
喩
に
よ
っ
て
、
三
界
繋

縛
の
煩
悩
が
増
加
し
な
い
か
ら
三
界
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
譬
喩
は
眼
根
が
太
陽
を
見
た
な
ら
ば
、
そ
の
光
の
作
用
を
受
け

て
目
が
く
ら
み
、
眼
根
と
眼
識
と
い
う
機
能
に
障
碍
を
与
え
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
譬
喩
は
日
常
経
験
か
ら
得
ら
れ

た
譬
喩
で
あ
り
、
所
縁
が
能
縁
に
お
よ
ぼ
す
は
た
ら
き
を
取
り
あ
げ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
唯
識
無
境
を
説
く
法
相
の
教
理
と
は
異
り
、

対
境
（
如
来
無
漏
土
）
の
は
た
ら
き
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
能
縁
（
凡
夫
自
心
）
の
否
定
に
伴
っ
て
所
縁
（
所
変
の
土
）
を

も
否
定
し
、
能
縁
・
所
縁
と
い
う
相
対
を
超
え
し
め
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
れ
は
唯
識
教
学
の
勝
義
締
で
あ
る
境
識
倶
泯
の
立
場

に
近
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
こ
れ
は
、
太
陽
を

如
来
無
漏
の
浄
土
に
た
と
え
、
眼
根
を
煩
悩
の
繋
縛
に
た
と
え
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
如
来
無
漏
の
淨
土
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
か
え
っ
て
凝
視
す
る
と
い
う
執
着
が
損
な
わ
れ
、
煩
惱
の
繋

縛
か
ら
放
た
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
題
は
、

如
来
無
漏
の
浄
土
と
の
関
係
で
あ
り
、
如
来
無
漏
の
土
に
具
わ
る
力
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用
に
は
、
凡
夫
所
変
の
有
漏
土
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
夫

所
変
の
有
漏
土
を
清
浄
化
す
る
と
い
う
増
長
縁
的
な
作
用
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
無
漏
土
に
具
わ
る
力
用
に
よ
っ
て
、

凡
夫
の
浄
土
に
対
す
る
執
著
（
有
漏
心
）
が
そ
こ
な
わ
れ
、
繋
縛
か

ら
放
た
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
執
著
を
も
っ
て
執
著
が
遣
ら
れ
る

と
い
う
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
前
述
の
よ
う
に
、
懷
感
が
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
有
漏
土
で
あ
る

と
前
置
き
し
て
種
々
の
論
を
展
開
し
て
い
る
意
を
理
解
す
る
一
つ
の

糸
口
と
な
る
。
つ
ま
り
懷
感
の
三
界
不
摂
論
に
お
け
る
真
意
と
は
、

清
浄
な
る
浄
土
へ
の
強
い
執
著
＝
煩
悩
＝
有
漏
心
こ
そ
本
願
力
の
増

長
縁
を
う
け
る
前
提
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
煩
悩

具
足
の
凡
夫
・
有
漏
の
依
身
に
過
ぎ
な
い
凡
夫
が
阿
弥
陀
佛
の
無
漏

の
浄
土
に
往
生
す
る
道
は
、
自
身
に
具
わ
る
有
漏
心
執
著
心
を
置
い

て
な
い
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
煩
悩
＝
有
漏
心
を
肯
定

し
よ
う
と
す
る
思
想
の
背
景
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、

曇
鸞
（A

.D
.

四
七
六
－
五
四
二
）
の
『
無
量
壽
經
論
註
』
巻
下
に

説
か
れ
る
見
生
往
生
の
譬
喩
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、「
氷
の
上
で
火
を
た
け
ば
、
火
が
は
げ
し
く
燃
え
れ
ば
燃

え
る
ほ
ど
氷
が
と
け
て
、
氷
が
と
け
れ
ば
水
に
な
っ
て
は
げ
し
く
燃

え
て
い
た
火
を
自
然
に
消
す
よ
う
に
、
下
品
の
人
は
法
性
無
生
の
悟

り
な
ど
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
が
、
た
だ
佛
名
を
口
で
称
え
る
力
に
よ

っ
て
往
生
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
、
彼
の
西
方
浄
土
へ
往
生

し
た
い
と
願
ず
れ
ば
、
彼
の
浄
土
は
無
生
の
悟
り
へ
の
世
界
で
あ
る

か
ら
、
見
生
の
火
は
自
然
に
消
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
氷
の
上
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
浄
土
に

す
べ
て
を
託
し
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
執
著
す
る
煩
悩
の
火
が

は
げ
し
く
燃
え
れ
ば
燃
え
る
ほ
ど
、
氷
が
と
け
て
そ
の
火
を
自
然
に

消
し
て
、
見
生
を
無
生
に
転
ず
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

こ
の
考
え
方
は
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
有
漏
の
煩
悩
を

肯
定
し
、
そ
の
執
著
の
心
に
よ
っ
て
、
太
陽
（
如
来
の
無
漏
土
）
に

眼
を
凝
ら
せ
ば
、
か
え
っ
て
そ
の
光
の
作
用
に
よ
っ
て
眼
根
が
そ
こ

な
わ
れ
、
自
然
に
執
着
の
心
が
清
浄
化
さ
れ
、
煩
悩
は
増
加
し
な
い
、

と
い
う
主
張
と
そ
の
表
現
こ
そ
異
る
が
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
懷
感
が
日
輪
に
よ
っ
て
眼
根
を
損
減
さ
れ
る
と
い
う
譬
喩
を
用

い
た
背
景
に
は
、
曇
鸞
以
来
の
中
国
浄
土
教
家
の
伝
統
的
な
浄
土
の

土
徳
に
対
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

　

今
回
は
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
於
い
て
、
浄
土
の
第
一

義
諦
俗
諦
二
諦
説
を
展
開
し
て
、
再
度
、
指
方
立
相
に
対
す
る
批
判

を
反
駁
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
論
理
の
思
想
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。
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基
の
主
張
に
対
し
て
懷
感
は
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
於
い

て
第
一
義
諦
俗
諦
二
諦
説
を
展
開
し
て
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。
詳

細
に
つ
い
て
は
、
割
愛
す
る
が
、
先
ず
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
一

に
於
い
て
『
般
若
経
』
等
に
説
か
れ
る
空
の
思
想
を
基
に
し
た
、
因

縁
仮
和
合
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
変
の
存
在
を
否
定
す
る
第
一
義
諦
の

立
場
を
説
明
し
て
い
る
。
続
い
て
、「
す
で
に
示
し
た
よ
う
な
諸
大

乘
經
の
究
極
の
完
全
な
教
え
の
中
に
す
べ
て
諸
々
の
存
在
は
実
体
性

が
な
く
空
無
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
で
今
日
西

方
に
極
樂
淨
土
が
有
る
と
説
い
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
国
土

と
し
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
人

と
し
て
、
人
に
極
楽
往
生
を
勧
め
て
外
に
現
わ
れ
て
い
る
姿
に
執
著

し
て
修
行
を
な
し
て
不
完
全
な
經
典
に
帰
依
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
い
う
な
ら
ば
、
諸
佛
の
深
い
道
理
を
理
解
せ
ず
、
現
象

の
す
が
た
に
執
着
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
乘
仏
教
の
教
義
を
学
習
し

て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
第
一

義
諦
の
究
極
の
空
思
想
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
浄
土
教
は
現
象
の
姿

に
執
着
す
る
不
完
全
な
教
え
で
は
な
い
の
か
。
と
い
う
問
い
を
発
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
究
極
の
第
一
義
諦
の
み
が
佛
説
で
あ
ろ
う
か
。

と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
、「
今
『
觀
無
量
壽
經
』
等
に
説

く
と
こ
ろ
の
、
西
方
の
極
楽
浄
土
に
諸
の
衆
生
よ
、
そ
の
極
楽
浄
土

に
往
き
生
ま
れ
よ
と
勧
め
る
こ
と
、
こ
れ
も
ま
た
真
実
の
仏
の
言
語

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
。
す
で
に
（
前
述
の
大
乗
教
と
）

と
も
に
佛
説
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
仏
の
真
実
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
に
し
て
前
述
の
空
を
説
く
あ
の
大
乗
教
を
と
っ
て
、
こ
の
淨

土
教
の
非
を
責
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
い
や
で
き
な
い
。
あ
の

大
乗
教
を
信
じ
、
こ
の
淨
土
教
を
そ
し
る
な
ら
ば
ど
う
し
て
道
理
を

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
い
や
で
き
な
い
。
し
か
し
佛
の
説

法
は
二
つ
の
真
理
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
に
は
世
俗
の
立
場
で

の
真
理
で
あ
り
、
二
に
は
す
ぐ
れ
た
さ
と
り
の
智
慧
を
極
め
た
境
地

で
あ
る
。
世
俗
の
立
場
で
の
真
理
は
、
本
来
実
有
の
も
の
で
な
く
み

な
因
と
縁
と
で
結
び
合
わ
さ
れ
て
、
仮
に
生
じ
て
い
る
の
存
在
で
あ

り
、
因
縁
和
合
に
よ
っ
て
生
じ
、
因
縁
が
無
く
な
れ
ば
滅
す
る
も
の

で
あ
る
。
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
存
在
に
似
て
い
る
。

究
極
の
真
理
は
形
や
姿
を
持
た
な
い
真
理
で
あ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
真
実
の
本
性
で
あ
る
。
諸
の
無
漏
の
智
慧
を
起
こ
し
た
聖

者
の
内
面
的
な
さ
と
り
、
絶
対
の
有
で
あ
り
真
実
の
有
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
（
真
・
俗
）
二
つ
の
真
理
は
一
つ
で
も
な
く
異
な
っ
て
も

い
な
い
。
究
極
の
真
理
に
よ
っ
て
世
俗
の
真
理
を
ひ
と
す
じ
に
ま
と

め
る
と
、
世
俗
の
真
理
と
し
て
究
極
の
真
理
で
な
い
も
の
は
な
い
。

と
り
も
な
お
さ
ず
す
べ
て
の
諸
の
存
在
は
皆
な
寂
静
に
帰
し
て
、
一
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切
の
相
を
離
れ
る
。
仮
に
究
極
の
真
理
に
よ
っ
て
世
俗
の
真
理
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
す
べ
て
の
諸
の
存

在
は
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
が
出
会
う
が
故
に
存
在
す
る
し
、
あ
ら
ゆ
る

条
件
が
離
れ
る
が
故
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
存
在
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
何
も
な
い
と
言
っ
て

は
な
ら
な
い
。」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
因
縁
仮
和
合
の
世
俗
の
立

場
の
真
理
を
認
め
な
け
れ
ば
、
世
間
の
現
象
界
が
成
り
立
た
な
い
。

第
一
義
諦
と
世
俗
諦
と
の
関
係
は
不
一
不
異
の
も
の
で
あ
る
。
と
答

え
続
い
て
、
佛
は
、
人
法
二
執
、
見
惑
修
惑
を
除
か
ん
が
為
に
第
一

義
諦
一
切
皆
空
を
説
き
、
凡
夫
衆
生
を
す
べ
て
引
接
し
た
い
と
す
る

と
き
は
、
差
別
的
な
種
々
の
俗
諦
を
説
い
た
。
と
説
明
を
続
け
る
。

第
一
義
諦
の
み
を
信
じ
て
、
淨
土
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
な

ど
の
教
は
、
佛
の
真
実
の
こ
と
ば
で
は
な
い
と
言
っ
て
、
軽
視
し
て

信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
示
し
、
ま
た
逆
に

世
俗
の
差
別
諦
で
あ
る
淨
土
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
を

信
じ
て
、
第
一
義
諦
の
空
の
思
想
を
軽
視
し
て
信
じ
な
い
と
い
う
こ

と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
示
す
。
そ
し
て
、
両
者
と
も
互
い
に
敬

い
信
ず
る
心
を
起
こ
し
て
よ
く
第
一
義
諦
と
因
果
差
別
の
二
つ
の
諦

の
考
え
方
を
統
合
す
べ
き
で
あ
る
。
と
示
す
。『
維
摩
經
』
に
説
く

「
諸
佛
の
國
及
び
衆
生
と
空
で
あ
る
」
と
い
う
第
一
義
諦
と
「
常
に

淨
土
に
往
生
す
る
た
め
の
行
を
修
行
し
て
人
び
と
を
教
え
導
く
」
と

い
う
世
俗
諦
と
が
一
体
で
あ
る
。
第
一
義
諦
と
世
俗
諦
の
調
和
こ
そ

が
大
乗
菩
薩
道
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
と
説
く
。

　

上
記
の
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
第
一
義
諦
と
世
俗
諦
と
の
調
和
を

述
べ
る
そ
の
背
景
に
つ
い
て
曇
鸞
の
『
無
量
壽
經
論
註
』
に
説
か
れ

る
法
性
法
身
、
方
便
法
身
に
着
目
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
入
第
一

義
諦
（
さ
と
り
の
智
慧
を
極
め
た
境
地
に
入
る
）
と
は
、
彼
の
無
量

寿
仏
の
国
土
の
厳
か
に
飾
ら
れ
た
模
様
は
、
さ
と
り
の
智
慧
を
極
め

た
境
地
（
清
浄
功
徳
）
の
見
事
な
美
し
い
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
十
六
の
意
味
を
表
し
う
る
文
章
と
及
び
（
究
極
の
）
一
つ

の
意
味
を
表
し
う
る
文
章
と
順
序
を
も
っ
て
説
く
。
当
然
知
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
第
一
義
諦
と
は
仏
の
説
く
縁
起
の
理
法
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
諦
と
は
対
象
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で

厳
か
に
飾
ら
れ
た
模
様
等
の
十
六
の
意
味
を
表
し
う
る
文
章
を
称
し

て
見
事
な
美
し
い
対
象
の
形
と
す
る
。
こ
の
道
理
は
、
入
一
法
句

（
の
文
の
説
明
）
に
至
っ
て
当
然
更
に
解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
説

か
れ
る
よ
う
に
、
無
量
寿
仏
の
国
土
の
荘
厳
に
於
い
て
、
第
一
義
諦

と
い
う
姿
を
も
た
な
い
真
理
と
、
妙
境
界
相
と
い
う
姿
を
有
し
た
相

反
す
る
二
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、『
無
量
壽
經
論
註
』

巻
下
に
お
い
て
、
第
一
義
諦
で
あ
り
姿
を
有
さ
な
い
一
法
句
を
略
と



─ （0（ ─

し
、
具
体
的
な
姿
を
有
す
る
二
十
九
種
の
荘
厳
を
広
と
表
し
て
、
広

と
略
と
の
互
い
に
相
い
入
る
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
、
二
種
法
身
と

し
て
、
法
性
法
身
（
第
一
義
諦
・
一
法
句
）
と
方
便
法
身
（
二
十
九

種
荘
厳
）
と
を
あ
げ
て
、
二
者
の
広
略
相
入
を
示
し
て
い
る
。
続
い

て
、『
無
量
壽
經
論
註
』
巻
下
に
お
い
て
、
即
非
の
論
理
に
よ
っ
て
、

「
真
智
は
無
知
」「
無
相
な
る
が
故
に
能
く
相
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
」

「
相
好
荘
厳
は
即
ち
法
身
な
り
」「
無
知
な
る
が
故
に
能
く
知
ら
ざ
る

こ
と
な
し
」「
智
慧
の
作
に
非
ず
、
非
作
に
非
ざ
る
こ
と
」「
法
身
の

色
に
非
ず
非
色
に
非
ざ
る
こ
と
」
な
ど
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
、
百

非
の
否
定
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
真
理
を
清
浄
句
と
い
う
肯
定
的
な

表
現
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
極
楽
浄
土
の
清
浄
な
る
具

体
的
な
相
を
有
す
る
荘
厳
が
、
そ
の
ま
ま
、
第
一
義
諦
で
あ
り
相
を

有
す
る
こ
と
の
な
い
真
実
無
為
法
身
で
あ
る
と
導
い
て
い
る
。

　

以
上
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
第
一
義
諦
と
世
俗
諦
と

の
調
和
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
浄
土
教
の
哲
学
的
原
理
の
原
点
を

『
無
量
壽
經
論
註
』
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。『
大
乘
法
苑

義
林
章
』
に
お
い
て
、
基
が
展
開
し
た
指
方
立
相
批
判
は
、
一
つ
は
、

凡
夫
の
顕
現
す
る
淨
土
の
三
界
不
摂
論
に
於
い
て
反
駁
し
、
二
つ
に

は
、
懷
感
の
第
一
義
諦
と
世
俗
諦
と
の
調
和
と
い
う
論
法
に
於
い
て

反
駁
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
論
理
は
、
奇
し
く
も
ど
ち
ら
も

曇
鸞
の
『
無
量
壽
經
論
註
』
に
展
開
さ
れ
た
、
見
生
往
生
の
譬
喩
で

あ
り
、
法
性
法
身
、
方
便
法
身
の
論
で
あ
っ
た
。
中
国
浄
土
教
の
哲

学
的
骨
格
を
形
成
す
る
曇
鸞
の
『
無
量
壽
經
論
註
』
は
、『
釋
淨
土

群
疑
論
』
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
的
背
景
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

註
略
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は
じ
め
に

　
『
釈
氏
要
覧
』（
以
下
『
要
覧
』
と
略
す
。）
は
中
国
宋
代
の
僧
、

道
誠
に
よ
っ
て
天
禧
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
仏
教
類
書

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
五
山
本
、
古
活
字
本
が
あ
る

こ
と
か
ら
そ
れ
ら
の
面
か
ら
の
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
要
覧
』

そ
の
も
の
に
対
す
る
研
究
は
筆
者
の
み
る
限
り
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
言
っ
て
い
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
中
で
『
要
覧
』
に
つ
い
て
は
、

藏
中
進
・
し
の
ぶ
両
氏
の
『
釈
氏
要
覧
―
本
文
と
索
引
』
和
泉
書
院

索
引
叢
書
（（
の
解
説
）
1
（

、
藏
中
進
氏
に
対
す
る
追
悼
論
文
で
あ
る
藤
善

真
澄
氏
の
「『
釈
氏
要
覧
―
本
文
と
索
引
』
に
言
寄
せ
て
―
藏
中
進

先
生
に
捧
ぐ
―
）
（
（

」
が
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
藏
中
氏
の
解
説

に
つ
い
て
藤
善
氏
は
編
者
で
あ
る
道
誠
と
そ
の
協
力
者
に
つ
い
て
誤

り
を
正
し
、
補
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
み
て
も
『
要

覧
』
は
三
巻
本
で
あ
り
、
二
巻
本
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

二
巻
本
の
存
在
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
燕
京
図
書
館
に
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
本
が
所

蔵
さ
れ
お
り
、
こ
の
影
印
が
『
美
國
哈
佛
大
學
哈
佛
燕
京
圖
書
館
藏

中
文
善
本
彙
刊
』
第
三
十
三
册
（
二
〇
〇
三
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

『
釋
氏
要
覽
校
注
』
富
世
平
校
注
（
二
〇
一
四
）
で
は
校
本
の
一
つ

と
し
て
こ
の
影
印
本
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
建
仁
寺
両
足
院
、
国
立
公
文
書
館
に
そ
れ
ぞ
れ
万
暦
十

一
年
（
一
五
八
三
）
本
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
目
録
な
ど
で
そ
の
所

在
も
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
日
本
に
お
け
る
『
要
覧
』
の
研
究
に
は

活
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
先
ず
、
三
巻
に
つ
い
て
の
前
記
の
解
説
や
書
誌
学
上
の

の
研
究
に
加
え
筆
者
の
調
査
結
果
を
述
べ
、
次
に
二
巻
本
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
巻
本
『
釈
氏
要
覧
』
に
つ
い
て

山　

路　

芳　

範
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三
巻
本
に
つ
い
て

　

日
本
に
お
い
て
現
在
ま
で
出
版
さ
れ
た
『
要
覧
』
の
中
で
二
巻
本

は
確
認
で
き
ず
、
全
て
三
巻
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
三
巻

本
で
は
道
誠
自
序
に
「
分
爲
二
十
七
篇
。
析
爲
三
卷
）
（
（

。」
と
あ
り
、

『
要
覧
』
が
三
巻
か
ら
成
る
も
の
で
有
る
こ
と
に
疑
問
を
持
た
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
二
十
七
篇
か
ら
成
る
が
、
各
巻
の
構

成
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

巻
上姓

氏
（
１
）　

稱
謂
（
２
）　

居
處
（
３
）　

出
家
（
４
）　

師
資

（
５
）　

剃
髮
（
６
）　

法
衣
（
７
）　

戒
法
（
８
）　

中
食
（
９
）

　

巻
中禮

數
（
10
）　

道
具
（
11
）　

制
聽
（
1（
）　

畏
慎
（
1（
）　

勤
懈

（
1（
）　

三
寶
（
1（
）　

恩
孝
（
1（
）　

界
趣
（
1（
）　

習
學
（
1（
）

　

巻
下説

聽
（
1（
）　

躁
靜
（
（0
）　

諍
忍
（
（1
）　

入
眾
（
（（
）　

擇
友

（
（（
）　

住
持
（
（（
）　

雜
紀
（
（（
）　

贍
病
（
（（
）　

送
終
（
（（
）

　
　
　

＊
（　

）
内
の
算
用
数
字
は
三
巻
本
の
各
篇
の
順
序
。

　

日
本
に
お
い
て
現
在
ま
で
出
版
さ
れ
た
『
要
覧
』
に
つ
い
て
は
、

五
山
本
、
古
活
字
本
と
い
っ
た
書
誌
学
の
研
究
対
象
に
本
資
料
が
入

っ
て
い
た
た
め
、
多
く
の
版
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
の
藏
中
氏

の
解
説
に
も
そ
れ
ら
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
確
認
し
た
江

戸
時
代
末
期
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
所
蔵
者
を
記
す
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

古
活
字
本
と
し
て
は
、

①
五
山
本
無
刊
記
活
字
本　

大
東
急
記
念
文
庫
、
岩
瀬
文
庫
蔵
本

②
無
刊
記
活
字
本
（
慶
長
元
和
中
刊
本
）　

天
理
図
書
館
、
佛
教

大
学
、
大
正
大
学
所
蔵
本

③
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
活
字
本
「
宗
甚
三
板
」　

京
都
府

立
総
合
資
料
館
所
蔵
本）

（
（

　

製
版
本
と
し
て
は
、

①
寛
永
初
年
製
版
無
刊
記
無
訓
本  

国
会
図
書
館
、
岩
瀬
文
庫
、

国
立
公
文
書
館
所
蔵
本

②
寛
永
四
年
（
一
六
三
一
）
製
版
「
石
宗
茂
」
無
訓
本　

筆
者
所

蔵
本

③
寛
永
十
年
（
一
六
三
七
）
製
版
「
中
野
道
伴
」
付
訓
本　

佛
教

大
学
、
筆
者
所
蔵
本

④
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
製
版
「
大
富
三
郎
助
」
付
訓
本　

佛

教
大
学
蔵
本

⑤
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
製
版
「
敦
賀
屋
九
兵
衛
」
付
訓
本　
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大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
（
巻
中
欠
）

⑥
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
製
版
「
永
田
調
兵
衛
」
付
訓
本　

筆

者
所
蔵
本

⑦
刊
年
不
明
「
前
川
茂
右
衛
門
尉
」
付
訓
本　

佛
教
大
学
所
蔵
本

が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
本
以
外
に
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
藏
中
氏
の
前
掲

書
解
説
に
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
四
二
）
製
版
「
中
野
道
伴
」
付

訓
本
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
製
版
本
、
刊
年
不
明
無
刊
記
付
訓

本
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る）

（
（

。

　

次
に
確
認
し
た
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
い
ま
ま
で
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
よ
う
で
あ
る
。

　

版
式
の
面
か
ら
そ
の
関
係
を
み
る
と
、
古
活
字
本
①
の
五
山
本
は
、

半
葉
七
行
大
字
、
注
十
四
行
二
十
三
字
、
細
注
は
注
行
を
二
行
に
割

る
と
い
う
版
式
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
古
活
字
本
②
の
慶
長
元
和
中
刊
本
は
五
山
本
と
違
い

半
葉
五
行
大
字
、
注
十
行
二
十
字
、
細
注
は
注
行
を
二
行
に
割
る
と

い
う
形
式
で
あ
る
。
以
後
の
諸
本
も
こ
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
こ
の
本
の
後
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
い
え
る
。
但

し
①
で
「
沙
門
」（
巻
上
第
四
丁
裏
）
を
「
八
門
」（
巻
上
第
六
丁

表
）
と
す
る
な
ど
、
明
ら
か
な
間
違
い
も
認
め
ら
れ
る
。

　

③
は
比
叡
山
東
塔
南
谷
実
蔵
坊
の
真
如
蔵
か
ら
の
流
出
本
で
②
に

「
慶
長
十
四
年
巳酉

九
月
日
洛
汭
宗
甚
三
板
」
を
加
え
た
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

②
、
③
の
間
違
い
を
正
し
て
製
版
本
に
し
た
の
が
製
版
本
①
の
寛

永
初
年
製
版
無
刊
記
無
訓
本
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
古
活
字
本
と
す

る
も
の
も
あ
る
が
、
古
活
字
本
②
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

　

製
版
本
②
の
寛
永
四
年
製
版
「
石
宗
茂
」
無
訓
本
は
製
版
本
①
に

句
読
点
「
。」
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
の
本
か
ら
五
山

本
の
原
本
の
本
文
の
書
写
者
の
名
を
表
す
「
習
法
堂
司
比
丘
行
妙
謹

書
」
の
「
司）

（
（

」
が
「
同）

（
（

」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、
序
の
作
者
を

「
崔
育
林
」
と
誤
っ
て
記
す
こ
と
が
始
ま
る
。
藤
善
氏
が
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
崔
育
材
が
正
し
く
、
こ
れ
以
前
の
五
山
本
等
で
は
「
崔
育

材
」
と
な
っ
て
い
た）

（
（

。

　

③
の
寛
永
十
年
製
版
「
中
野
道
伴
」
は
、
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
本
の
解
説
部
分
に
藏
中
氏
）
（
（

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

後
序
の
撰
者
を
記
す
書
式
が
、

起
復
中
散
大
夫
守
光
祿
卿
知
江
寧
府
護
軍
紫
金
魚
隨
撰

と
一
行
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と

起
復
中
散
大
夫
守
光
祿
卿
知
江
寧
府
護
軍
紫
金
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隨　

撰
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と
二
行
に
分
か
た
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
中
で
、
こ
の
本
は
一
行
本

で
あ
る
。
五
山
本
も
一
行
で
は
あ
る
が
、

起
復
中
散
大
夫
守
光
祿
卿
知
江
寧
府
護
軍
紫
金
魚

隨　

撰）
10
（

と
二
字
分
の
未
刻
部
分
が
あ
り
、
こ
の
部
分
に
欠
字
の
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
慶
長
元
和
中
刊
本
以
降
の
二
行
書
式
は
、「　

隨　

撰
）
11
（

」
の
「
隨
」
の
上
を
空
白
に
し
、
欠
字
を
補
え
る
余
地
を
残
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
寛
永
十
年
製

版
で
は
欠
字
部
分
を
省
略
し
「
紫
金
魚
隨
撰
）
1（
（

」
と
す
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
。
後
序
の
著
者
に
つ
い
て
藤
善
氏
は
「
隨
」
が
王
隨
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
道
誠
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る）

1（
（

。
寛
永
十
年
製
版
は
付
訓
本
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
藏
中
氏
は
「
製
版
付
訓
本
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
以

後
『
釈
氏
要
覧
』
の
版
行
は
全
て
こ
の
寛
永
十
年
版
本
に
拠
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
流
布
本
と
し
て
の
意
義
も
大
き
い）

1（
（

。」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
製
版
付
訓
本
の
中
に
も
後
序
二
行
本
が
あ
り
、

以
後
の
版
行
が
全
て
こ
れ
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
。

　

④
の
宝
永
六
年
製
版
「
大
富
三
郎
助
」
付
訓
本
は
後
序
二
行
本
で

あ
る
。

　

⑤
は
④
と
同
年
の
版
本
で
あ
る
が
出
版
者
が
「
敦
賀
屋
九
兵
衛
」

と
あ
り
④
と
異
な
る
。
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
の
も
の
は
巻

中
を
欠
く
が
、
後
序
一
行
本
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

⑥
の
安
政
五
年
製
版
「
永
田
調
兵
衛
」
付
訓
本
も
後
序
一
行
本
で

あ
る
。

　

⑦
の
刊
年
不
明
「
前
川
茂
右
衛
門
尉
」
付
訓
本
は
②
に
訓
を
付
し

た
も
の
で
後
序
二
行
本
で
あ
る
。『
釋
氏
要
覧　

全
』
釋
氏
要
覧
刊

行
会
編
（
一
九
八
五
年
十
二
月
）
は
こ
の
影
印
本
で
あ
る
が
、「
寛

永
十
年
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
墨
書
で
あ
る
。
こ

の
影
印
本
に
は
解
説
等
が
な
く
注
意
を
要
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
古
活
字
本
、
製
版
本
は
本
文
の
書
写
者
の
名
を
「
行

妙
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
諸
本
を
行
妙

系
本
と
す
る
と
、
日
本
の
三
巻
本
は
行
妙
系
本
で
あ
り
、
こ
の
元
は

五
山
本
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
行
妙
系
本
の
研
究
に
は
五

山
本
を
基
に
す
る
べ
き
だ
と
い
え
る
。

　

で
は
五
山
本
の
元
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、

　

五
山
本
の
刊
記
の
終
わ
り
に
「
大
元
大
徳
龍
纂
辛
亥
」、「
杭
州
仙

林
寺
彫
造
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
五
山
本
の
元
が
元
の
大

徳
辛
亥
年
（
一
三
一
一
）
本
で
杭
州
仙
林
寺
に
お
い
て
彫
ら
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る）

1（
（

。
そ
の
版
式
は
五
山
本
と
同
じ
、
七
行
大
字
、
注
一

四
行
二
十
三
字
と
考
え
ら
れ
、
行
妙
系
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

以
前
に
ま
だ
行
妙
系
本
が
あ
る
と
思
わ
れ
こ
の
行
妙
本
原
本
の
成
立
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が
い
つ
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
五
十
四
巻
に
所
収
さ
れ
る
三
巻
本

『
要
覧
』
も
行
妙
系
本
で
あ
り
、
原
本
は
江
戸
刊
本
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
字
体
の
特
徴
か
ら
寛
永
十
年
製
版
「
中
野
道
伴
」
な
ど
の
後
序

一
行
本
で
は
な
い
。
誤
植
も
あ
る
こ
と
か
ら
注
意
を
要
す
る
。

二
巻
本
に
つ
い
て

　

現
在
知
ら
れ
る
二
巻
本
で
年
代
の
古
い
も
の
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

燕
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
本
で
あ

る
。
美
國
哈
佛
大
學
哈
佛
燕
京
圖
書
館
編
『
美
國
哈
佛
大
學
哈
佛
燕

京
圖
書
館
藏
中
文
善
本
彙
刊
』
第
三
十
三
册
（
二
〇
〇
三
）
に
影
印

が
所
収
さ
れ
て
お
り
こ
れ
に
よ
っ
て
三
巻
本
と
の
違
い
を
み
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

こ
れ
に
は
宗
林
の
「
重
刊
釋
氏
要
覽
前
序
」
が
あ
り
、
こ
の
本
の

開
板
さ
れ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
嘉
靖
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る）

1（
（

。
ま
た
、
こ
の
序
の
「
我
／
朝
宣
徳
間
有
／
大
報
恩

寺
堅
室
比
丘
復
刊
于
梓
」、
跋
文
の
「
大
明
宣
徳
八
年
龍
集
癸
丑
孟

夏
四
月
如
来
結
制
日
／
大
報
恩
寺
堅
密
沙
門
釋
寶
成
謹
誌
）
1（
（

」
か
ら
、

こ
の
原
本
が
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
、
宣
徳
八
年
（
一
四
三

二
）
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

日
本
で
は
建
仁
寺
両
足
院
、
国
立
公
文
書
館
に
同
本
の
二
巻
本
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
新
刊
要
覧
序
」
に
は
「
我
／
朝
宣
徳
及

嘉
靖
間
雑
聞
節
朽
其
板
）
1（
（

」、「
大
明
萬
暦
癸
未
季
冬
佛
成
道
日
）
1（
（

」
と
嘉

靖
八
年
本
を
元
に
、
万
暦
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
万
暦
本
に
は
嘉
靖
本
に
あ
っ
た
、
崔
育
材
序
、
及

び
道
誠
自
序
が
な
く
、
万
暦
本
を
開
板
す
る
元
と
な
る
嘉
靖
本
を
そ

の
ま
ま
刊
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
破
損
状
態
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

宣
徳
本
自
体
は
伝
本
と
し
て
の
存
在
を
知
ら
な
い
が
、
嘉
靖
本
に

そ
の
形
式
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
万
暦
本

が
前
の
序
を
欠
く
も
の
の
嘉
靖
本
と
同
型
式
で
あ
り
明
代
の
三
本
は

同
型
式
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
諸
版
は
行
妙
系
本
で
あ
る

と
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
現
存
の
二
巻
本
は
「
顧
道
珎
書
）
（0
（

」
と

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
道
珎
系
本
と
い
え
る
。

　

行
妙
系
本
で
は
道
誠
自
序
か
ら
前
に
述
べ
た
よ
う
に
『
要
覧
』
は

上
中
下
三
卷
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
嘉
靖
八
年
本
の

道
誠
自
序
は
こ
れ
を
「
分
爲
二
十
七
篇
。
析
爲
二
巻
）
（1
（

」
と
し
て
お
り
、

万
暦
本
の
序
に
も
「
爲
二
巻
始
末
廿
有
七
篇
）
（（
（

」
と
な
っ
て
い
る
。
行

妙
系
本
の
元
・
大
徳
辛
亥
年
（
一
三
一
一
）
本
か
ら
百
二
十
年
程
後

に
道
珎
系
本
の
明
・
宣
徳
八
年
（
一
四
三
二
）
本
が
成
立
し
て
い
る
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こ
と
か
ら
、
三
巻
本
を
何
ら
か
の
理
由
で
二
巻
本
と
改
編
し
た
よ
う

に
も
み
ら
れ
る
が
、
行
妙
系
本
及
び
道
珎
系
本
で
あ
る
嘉
靖
本
の
崔

育
材
序
に
は
「
巻
上
下
以
匀
之
）
（（
（

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
崔
育
材
の
み
た

『
要
覧
』
が
二
巻
本
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

道
珎
系
本
の
版
式
は
半
葉
十
二
行
二
十
三
字
、
三
巻
本
の
版
本
は

篇
名
、
項
目
を
大
字
、
注
が
あ
り
更
に
小
字
の
細
注
と
な
る
が
、
道

珎
系
二
巻
本
で
は
文
字
の
大
き
さ
は
変
わ
ら
ず
、
細
註
も
同
じ
で
あ

る
こ
と
か
ら
区
別
が
つ
か
な
い
。
た
だ
項
目
は
「
○
」
の
あ
と
に
陰

刻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
し
て
い
る
。
文
字
の
大
き
さ
が
異
な

る
細
注
を
注
に
取
り
込
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
細
注
部
分

を
選
び
出
し
、
小
文
字
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
現
存
の
道
珎
系
二
巻
本
の
版
式
は
崔
育
材
の
み

た
二
巻
本
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

二
十
七
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の

名
称
、
順
序
に
は
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。

二
巻
本
・
道
珎
系
本

　

巻
上１

姓
氏
（
１
）　

２
三
寶
（
1（
）　

３
稱
謂
（
２
）　

４
住
處

（
３
）　

５
出
家
（
４
）　

６
師
資
（
５
）　

７
剃
髮
（
６
）　

８

法
衣
（
７
）　

９
戒
法
（
８
）　

10
禮
數
（
10
）　

11
道
具
（
11
）　

1（
制
聽
（
1（
）

　

巻
下1（

恩
孝
（
1（
）　

1（
界
趣
（
1（
）　

1（
中
食
（
９
）　

1（
志
學

（
1（
）　

1（
説
聽
（
1（
）　

1（
擇
友
（
（（
）  

1（
畏
慎
（
1（
）　

（0

勤
懈
（
1（
）　

（1
躁
諍
（
（0
）　

（（
忍
諍
（
（1
）　

（（
入
衆
（
（（
）　

（（
住
持
（
（（
）　

（（
雜
紀
（
（（
）  

（（
贍
病
（
（（
）　

（（
送
終

（
（（
）

　

＊
太
文
字
は
名
称
の
異
な
る
も
の
。（　

）
内
の
算
用
数
字

は
三
巻
本
で
の
順
序
。

　

藤
善
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
要
覧
』
の
初
め
の
序
が
崔
育
林

で
は
な
く
崔
育
材
が
正
し
く
、
行
妙
系
本
現
存
最
古
の
五
山
本
で
正

し
く
印
さ
れ
て
い
た
も
の
が
誤
記
さ
れ
て
い
く
事
に
つ
い
て
は
前
に

述
べ
た
が
、
道
珎
系
本
で
は
正
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
後
序
に
つ
い

て
藤
善
氏
は
王
随
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
五
山
本
を
み
て
も
隨

の
前
に
一
字
ま
た
は
二
字
欠
字
が
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る）

（（
（

だ
け
で

あ
る
が
、
道
珎
系
本
で
は
「
王
随
」
と
藤
善
氏
の
指
摘
の
通
り
記
さ

れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

現
存
の
三
巻
本
で
あ
る
行
妙
系
本
と
二
巻
本
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
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仏
教
類
書
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
も
、『
要
覧
』
に
関
す
る
資

料
は
乏
し
く
、
こ
れ
に
対
す
る
研
究
は
十
分
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
状
況
と
考
え
て
い
る
。

　
『
釋
氏
要
覽
校
注
』
は
今
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
二
巻
本
を

校
本
に
加
え
た
校
訂
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
底
本
と
し
て
三
巻
本
の
寛

永
十
年
本
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
れ
の
校
本
と
し
て
二
巻
本
の
嘉
靖

本
を
使
用
し
て
は
い
る
が
、
底
本
の
語
句
訂
正
で
留
ま
り
、
校
本
と

の
違
い
を
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
要
覧
』
の
研
究
を
行
う
上
で
、
三
巻
本
は
行
妙
系
本
の
現
存
最

古
本
で
あ
る
五
山
本
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
二
巻
本
で
は
嘉
靖
本
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
破
損
箇
所
が
み
ら
れ
る
た
め
、
万
暦
本
に
よ

っ
て
こ
れ
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
も
あ
る
。

　

現
在
知
ら
れ
て
い
る
『
要
覧
』
諸
本
は
ど
れ
も
完
全
な
も
の
で
は

な
い
。『
要
覧
』
の
研
究
や
利
用
に
際
し
て
諸
本
の
異
同
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
先
ず
必
要
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
仏
教
類
書
で
あ
る
『
要
覧
』
が
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
か
で
あ
る
が
、
二
巻
本
に
つ
い
て
は
万
暦
本
が
伝
来
さ
れ

て
は
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
形
跡
は
確
認
で
き
ず
、

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
巻
本

は
江
戸
時
代
を
通
し
て
再
版
さ
れ
続
け
た
。
こ
れ
は
仏
教
類
書
と
し

て
『
要
覧
』
が
有
益
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
林
羅
山

の
蔵
本
で
あ
る
『
要
覧
』
が
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

『
要
覧
』
の
項
目
索
引
で
あ
る
村
田
了
阿
（
一
七
七
二
～
一
八
四
三
）

著
『
釋
氏
要
覽
類
字
』
が
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
）
（（
（

。
こ
れ
は
『
要
覧
』
が
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
当
時
の
知
識

人
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
現
在
各
地
の
国

公
立
図
書
館
で
の
所
蔵
状
況
を
み
る
と
、『
要
覧
』
は
大
き
な
影
響

を
与
え
た
仏
教
書
で
あ
る
と
い
え
る
。

１　
『
寛
永
十
年
版
釋
氏
要
覧
』
本
文
と
索
引　

一
九
九
〇
年
十
一
月
五
日
発

行　

蔵
中
進
・
蔵
中
し
の
ぶ　

三
九
七
頁
～
四
〇
九
頁
。

２　
『
水
門　

言
葉
と
歴
史
（1
』　

二
〇
〇
九
年
四
月
十
八
日
発
行　

水
門
の
会　

一
八
頁
～
二
二
頁
。

３　

注
1
前
掲
書
四
〇
〇
頁
。

４　

京
都
府
立
総
合
資
料
館
は
二
〇
一
六
年
九
月
十
四
日
閉
館
し
た
。
新
資
料

館
は
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
と
し
て
二
〇
一
七
年
度
早
期
に
開
館
予
定

と
聞
い
て
い
る
。
本
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
開
館
後
に
確

認
さ
れ
た
い
。

５　

五
山
本
巻
上
第
二
丁
表
、
慶
長
元
和
中
刊
本
、
製
版
本
等
巻
上
二
丁
表
。

６　

五
山
本
無
刊
記
活
字
本
巻
下
三
十
六
丁
裏
。

７　

慶
長
元
和
中
刊
本
、
製
版
本
中
確
認
で
き
た
も
の
は
巻
下
五
十
七
丁
裏
。

８　

五
山
本
巻
上
第
一
丁
裏
、
慶
長
元
和
中
刊
本
巻
上
第
一
丁
裏
、
寛
永
初
年

製
版
無
刊
記
無
訓
本
巻
上
第
一
丁
裏
。

９　

注
1
、
前
掲
書
四
〇
二
頁
。
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10　

五
山
本
巻
下
第
三
十
六
丁
裏
。

11　

慶
長
元
和
中
刊
本
巻
下
第
五
十
八
丁
表
。

1（　

寛
永
十
年
付
訓
本
巻
下
第
五
十
八
丁
表
。

1（　

注
（
、
前
掲
書
二
〇
頁
。

1（　

注
1
、
前
掲
書
四
〇
一
頁
。

1（　

五
山
本
巻
下
第
三
十
七
丁
裏
。
中
国
元
時
代
の
年
号
で
あ
る
大
徳
は
一
二

九
三
年
丁
酉
か
ら
一
三
〇
七
年
丁
未
ま
で
の
十
一
年
で
あ
り
辛
亥
の
年
は
存

在
し
な
い
。
大
徳
に
続
く
至
大
四
年
、
一
三
一
一
年
が
辛
亥
の
年
で
あ
る
こ

と
か
ら
大
徳
辛
亥
を
こ
こ
で
は
一
三
一
一
年
と
し
た
。

1（　

嘉
靖
影
印
本
一
六
五
頁
下
段
右
。

1（　

嘉
靖
影
印
本
二
三
三
頁
上
段
左
。

1（　

万
暦
本
巻
上
第
一
丁
表
。

1（　

万
暦
本
巻
上
第
一
丁
裏
。

（0　

嘉
靖
影
印
本
二
三
三
頁
上
段
右
。

（1　

嘉
靖
影
印
本
一
六
七
頁
上
段
右
。

（（　

万
暦
本
巻
上
第
一
丁
表
。

（（　

五
山
本
、
慶
長
元
和
中
刊
本
、
そ
の
他
日
本
の
製
版
本
巻
上
一
丁
裏
。
嘉

靖
影
印
本
一
六
六
頁
下
段
左
。

（（　

注
（
。

（（　
『
要
覧
』
の
項
目
索
引
と
し
て
木
村
正
辭
（
一
八
二
七
～
一
九
一
三
）
編

『
釋
氏
要
覽
索
引
』
が
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
書
名
は
異
な
る
が

『
釋
氏
要
覽
類
字
』
と
同
じ
も
の
と
い
え
る
。『
釋
氏
要
覽
索
引
』
は
木
村
の

自
筆
本
で
あ
ろ
う
が
、
村
田
と
木
村
両
者
が
索
引
項
目
の
掲
載
順
序
や
重
複

掲
載
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
索
引
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、『
釋
氏
要
覽
索

引
』
を
木
村
正
辭
編
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、『
釋
氏
要
覽
類
字
』

が
村
田
了
阿
の
著
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
『
無
量
寿
経
』
に
は
、
疑
惑
の
者
が
生
ず
る
所
と
し
て
辺
地
な
ら

び
に
胎
生
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
菩
薩
処
胎
経
』
に

は
極
楽
へ
至
る
ま
で
の
中
間
に
懈
慢
界
と
い
う
世
界
が
あ
る
と
説
か

れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
両
者
に
つ
い
て
、
禅
林
寺
永
観
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
先
行
諸
師
の
説
を
確
認
し
つ
つ
検
討
し
て

い
く
。

経
文
と
先
行
諸
師
の
解
釈

　

ま
ず
、『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
辺
地
と
胎
生
で
あ
る
が
、
辺

地
と
は疑

惑
し
中
悔
し
て
、
自
ら
過
咎
を
為
す
こ
と
を
得
る
こ
と
な
か

れ
。
か
の
辺
地
の
七
宝
宮
殿
に
生
ず
れ
ば
、
五
百
歳
の
中
に

諸
々
の
厄
を
受
く
な
り）

1
（

。

と
あ
る
も
の
で
、
胎
生
と
は

若
し
衆
生
あ
っ
て
、
疑
惑
の
心
を
も
っ
て
諸
々
の
功
徳
を
修
し

て
、
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
に
、
仏
智
・
不
思
議
智
・
不

可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
せ
ず
。
こ
の

諸
々
の
智
に
お
い
て
、
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
。
然
れ
ど
も
猶
、
罪

福
を
信
ず
る
を
も
っ
て
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国
に
生
ぜ
ん

と
願
ず
。
こ
の
諸
々
の
衆
生
、
か
の
宮
殿
に
生
じ
て
、
寿
五
百

歳
ま
で
に
、
常
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
経
法
を
聞
き
た
て

ま
つ
ら
ず
。
菩
薩
・
声
聞
聖
衆
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
こ
の
故

に
か
の
国
土
に
お
い
て
、
こ
れ
を
胎
生
と
い
う）

（
（

。

と
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
地
な
ら
び
に
胎
生
に
つ
い

て
、
先
行
諸
師
は
概
ね
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る）

（
（

。

◦
辺
地
と
胎
生
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

◦
こ
こ
で
の
辺
地
は
八
難
中
の
辺
地
と
は
異
な
り
、
極
楽
の
辺
に

あ
る
も
の
を
指
す
。

永
観
と
辺
地
・
懈
慢
界

朝　

岡　

知　

宏



─ （1（ ─

◦
あ
く
ま
で
極
楽
内
で
あ
る
の
で
一
般
的
な
苦
は
な
い
が
、
三
宝

を
見
聞
で
き
ず
供
養
で
き
な
い
事
を
苦
し
み
と
す
る
。

◦
三
宝
を
見
聞
で
き
な
い
こ
と
を
胎
内
に
譬
え
、
苦
し
み
の
な
い

こ
と
を
七
宝
宮
殿
に
譬
え
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
蓮
華
化
生

で
あ
る
。

◦
五
百
歳
を
過
ぎ
た
後
、
三
宝
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
深
く
自
ら
悔
責
し
た
な
ら
ば
五
百
歳
を
経
ず
し
て
仏
前
に
詣

で
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

と
、
辺
地
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
仏
智
に
対
し
て
疑
惑
を

懐
く
こ
と
を
誡
め
る
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）

（
（

。

　

次
に
懈
慢
界
と
は
、『
菩
薩
処
胎
経
』
に

西
方
こ
の
閻
浮
提
を
去
る
こ
と
十
二
億
那
由
他
に
懈
慢
界
あ
り
。

国
土
快
楽
に
し
て
伎
楽
を
作
唱
す
。
衣
被
服
飾
香
華
荘
厳
せ
り
。

七
宝
転
開
の
床
あ
り
。
目
を
挙
げ
て
東
を
視
れ
ば
、
宝
床
も
随

っ
て
転
ず
。
北
視
・
西
視
・
南
視
も
ま
た
か
く
の
ご
と
く
転
ず
。

前
後
発
意
の
衆
生
、
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
、
み

な
懈
慢
国
土
に
染
著
し
て
前
進
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ず
る
こ

と
能
わ
ず
。
億
千
万
衆
、
時
に
一
人
あ
り
て
能
く
阿
弥
陀
仏
国

に
生
ず
。
な
に
を
も
っ
て
の
由
に
。
み
な
懈
慢
の
執
に
よ
り
て

心
、
牢
固
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
こ
れ
ら
の
衆
生
、
自
ら
殺
生
せ

ず
、
ま
た
他
を
し
て
殺
さ
ざ
ら
し
む
。
こ
の
福
報
あ
り
て
無
量

寿
国
に
生
ず
）
（
（

。

と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
先
行
諸
師
）
（
（

は
、

◦
西
方
の
業
を
専
ら
に
修
せ
ず
、
至
心
に
発
願
し
な
い
者
が
懈
慢

界
に
堕
ち
る
。

◦
雑
修
の
者
は
万
に
一
人
も
生
ぜ
ず
、
専
修
の
人
は
千
に
一
人
も

失
す
る
こ
と
な
し
。

◦
懈
慢
界
に
堕
ち
る
者
に
弥
陀
の
来
迎
は
な
い
。

と
釈
し
、
懈
慢
界
に
堕
ち
な
い
た
め
に
浄
土
へ
の
業
を
専
ら
に
修
め

る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
先
行
諸
師
は
、
辺
地
は
疑
惑
を
、
懈
慢
界
は
雑
修
を
、

そ
れ
ぞ
れ
誡
め
る
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
共
に
否

定
的
に
説
い
て
い
る
。

永
観
の
理
解

　

永
観
は
『
拾
因
』
の
中
で

か
の
土
の
中
に
九
品
の
差
別
あ
り
。
こ
こ
に
よ
っ
て
造
逆
の
者
、

既
に
下
品
に
生
ず
。
我
等
い
わ
く
。
な
ん
ぞ
希
望
を
絶
た
ん
や
。

ま
た
、
た
だ
九
品
の
差
降
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
ま
た
、
か
の
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土
の
中
に
別
に
辺
地
あ
り
。
い
わ
く
、
胎
生
の
土
、
こ
れ
疑
惑

の
者
の
所
生
の
処
な
り）

（
（

。

と
、
極
楽
に
は
五
逆
の
者
が
往
生
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
仏
智
に
疑

惑
を
懐
い
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
辺
地
に
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
説
き
方
を
し
て
い
る
。

　

加
え
て
懈
慢
界
に
つ
い
て

ま
た
、
た
だ
胎
生
辺
地
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
ま
た
道
中
に
お

い
て
し
ば
ら
く
化
城
あ
り
。
懈
慢
国
と
い
う
。
荘
厳
微
妙
に
し

て
国
土
安
楽
な
り
。
雑
修
の
者
を
し
て
ま
ず
彼
の
土
に
生
じ
、

遂
に
極
楽
に
生
ぜ
し
む
。

　
（
中
略
）

そ
れ
辺
地
を
極
楽
に
設
く
る
こ
と
疑
惑
の
輩
を
引
か
ん
が
た
め

な
り
。
化
城
を
懈
慢
に
仮
り
て
も
っ
て
雑
修
の
者
を
接
す
。
諸

余
の
浄
土
は
未
だ
必
ず
し
も
か
く
の
如
く
な
ら
ず
。
こ
の
故
に

偏
に
極
楽
世
界
を
易
往
の
土
と
説
く
。
心
怯
弱
せ
ず
。
た
だ
決

定
往
生
の
想
を
作
す
べ
し）

（
（

。

と
説
い
て
極
楽
が
易
往
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

懈
慢
界
は
前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
苦
し
み
は
な
い
も
の
の
極

楽
へ
行
こ
う
と
し
て
も
行
け
な
い
と
い
う
、
言
葉
は
悪
い
が
一
種
の

ト
ラ
ッ
プ
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

永
観
は
懈
慢
界
を
化
城
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
法
華

経
』
に
説
か
れ
る
化
城
宝
処
の
比
喩
を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
懈
慢
界
は
阿
弥
陀
仏
が
雑
修
の
者
を
救
わ
ん
が
た
め
に
化

作
し
た
世
界
で
あ
る
と
し
て
、
雑
修
の
者
を
救
う
た
め
の
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
永
観
は
経
文
や
先
行
諸
師
の
所
説
を
抑
止

門
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
は
摂
取
門
的
に
説
い
た
と
い
え

よ
う
。

懈
慢
界
に
往
生
し
た
後

　

で
は
、
実
際
に
疑
惑
の
者
・
雑
修
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
辺
地
・
懈
慢

界
に
往
生
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
往
生
し
た
後
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

辺
地
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
極
楽
の
中
で
あ
る
う
え
、
経
説
に
あ

る
よ
う
に
遅
く
と
も
五
百
年
の
後
に
仏
前
に
詣
で
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
極
楽
往
生
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
大
き
な
問

題
は
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
。

　

一
方
、
懈
慢
界
の
ほ
う
は
経
文
を
見
る
限
り
で
は
、
不
可
能
な
わ

け
で
は
な
い
が
皆
が
確
実
に
極
楽
往
生
で
き
る
と
い
う
確
証
も
な
い
。
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い
か
に
懈
慢
界
に
苦
し
み
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
は
往
生
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
懈
慢

界
が
阿
弥
陀
仏
の
仮
作
し
た
世
界
で
あ
る
の
な
ら
ば
往
生
は
間
違
い

な
く
思
え
る
が
、
永
観
は
そ
う
は
説
い
て
い
な
い
。『
拾
因
』
の
中

に
懈
慢
界
に
往
生
し
た
後
に
つ
い
て
具
体
的
に
何
も
述
べ
て
い
な
い

の
で
あ
く
ま
で
推
測
で
し
か
な
い
が
、

た
と
い
自
ら
は
後
る
と
雖
も
、
他
を
勧
め
て
前
と
せ
ん
。
前
に

生
ず
る
者
は
後
ろ
を
導
き
、
後
に
去
ら
ん
者
は
前
を
助
け
、
連

続
無
窮
に
し
て
休
息
あ
る
こ
と
な
か
ら
ん）

（
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
仮
に
懈
慢
界
に
往
生
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

有
縁
の
者
が
追
善
廻
向
を
す
る
こ
と
に
よ
り
《
懈
慢
界
よ
り
極
楽
往

生
す
る
億
千
万
中
の
一
人
》
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
は

充
分
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
講
式
』
の
中
で
極
楽
往
生
し
た
後
の
こ
と
を

弥
陀
に
奉
仕
し
て
不
退
の
位
を
証
し
、
仏
の
加
被
を
請
い
て
、

ま
ず
此
界
に
来
り
て
結
縁
の
者
を
導
き
、
無
縁
の
者
を
訪
わ
ん
。

　
（
中
略
）　

今
、
浄
土
に
生
じ
た
り
。
済
度
な
ん
ぞ
煩
わ
ん
。

そ
れ
弘
誓
の
船
に
棹
さ
し
て
普
く
四
生
の
波
浪
を
済
し
、
慈
悲

の
車
に
脂
さ
し
て
同
じ
く
五
道
の
険
阻
を
越
え
ん）

10
（

。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
縁
の
往
生
者
か
ら
の
還
相
回
向
に
よ

る
懈
慢
界
か
ら
の
極
楽
往
生
を
も
期
待
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

こ
れ
は
永
観
の
行
っ
て
い
た
往
生
講
に
参
加
し
『
拾
因
』
を
競
っ
て

書
写
し
た
と
い
う
講
衆
《
念
仏
宗
）
11
（

》
の
期
待
し
て
い
た
も
の
で
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
講
式
』『
拾
因
』
の
末
に
あ
る
廻
向
文
）
1（
（

も
、

現
世
か
ら
の
往
生
を
共
に
願
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な

互
助
的
な
意
識
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

肯
定
的
に
捉
え
つ
つ
積
極
的
に
説
か
な
か
っ
た
理
由

　

辺
地
や
懈
慢
界
は
そ
れ
ぞ
れ
疑
惑
・
雑
修
の
者
の
行
き
先
で
あ
る
。

永
観
は
『
拾
因
』
の
中
で
辺
地
や
懈
慢
界
を
肯
定
的
に
捉
え
て
は
い

る
が
、
自
身
は
決
し
て
疑
惑
・
雑
修
を
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

1（
（

。

　

そ
れ
で
も
な
お
疑
惑
・
雑
修
の
者
で
も
救
わ
れ
る
可
能
性
を
示
し

た
理
由
と
し
て
は

み
な
人
を　

わ
た
さ
む
と
お
も
ふ　

心
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　

極
楽
へ
ゆ
く　

し
る
へ
な
り
け
れ）

1（
（

と
い
う
釈
教
歌
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な

者
で
あ
っ
て
も
阿
弥
陀
仏
は
必
ず
救
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
確

信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
永
観
自
身
も
病
弱
の
身
の
た

め
か
尊
勝
陀
羅
尼
を
生
涯
に
亘
っ
て
誦
し
続
け
て
お
り
、
念
仏
の
み

を
修
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い）

1（
（

。
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ま
た
《
念
仏
宗
》
の
人
達
が
皆
、
永
観
の
よ
う
に
決
定
往
生
の
霊

験
）
1（
（

が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
た
め
、
永
観
と
同
様
の
往
生
の
確
信
を

懐
け
な
か
っ
た
者
も
多
数
い
た
は
ず
で
、
そ
の
よ
う
な
者
達
が
自
ら

往
生
の
望
み
を
断
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
思
い
か
ら
で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

懈
慢
界
を
阿
弥
陀
仏
の
化
作
し
た
国
土
で
あ
る
と
捉
え
な
が
ら
も
、

積
極
的
に
説
か
な
か
っ
た
の
は
、
懈
慢
界
は
雑
修
の
者
を
救
う
た
め

の
方
便
で
あ
っ
て
求
め
る
場
所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

1　
『
浄
全
』
一
／
二
七
・
八

（　
『
浄
全
』
一
／
三
三
・
一
三　
『
平
等
覚
経
』『
大
阿
弥
陀
経
』『
無
量
寿
如

来
会
』『
無
量
寿
荘
厳
経
』
に
関
し
て
は
そ
の
記
述
に
大
差
は
な
い
の
で
こ

こ
で
は
省
略
し
た
。

（　

具
体
的
に
は
、『
拾
因
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
な
ら
び
に
目
に
し
て

い
た
可
能
性
の
高
い
文
献
よ
り
、
極
楽
の
辺
地
な
ら
び
に
胎
生
に
つ
い
て
触

れ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
た
。
管
見
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
参
照
し
た
文
献

を
次
に
挙
げ
る
。
ま
た
、
永
観
が
こ
れ
ら
の
文
献
全
て
に
目
を
通
し
て
い
た

か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

 

曇
鸞
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』、
善
導
『
観
経
疏
』、
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』、

伝
吉
蔵
『
無
量
寿
経
義
疏
』、
元
曉
『
両
巻
無
量
寿
経
宗
要
』、
璟
興
『
無
量

寿
経
連
義
述
文
賛
』、
伝
智
顗
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』、
伝
基
『
阿
弥
陀
経

疏
』、
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』、
伝
元
暁
『
遊
心
安
楽
道
』、
迦
才
『
浄
土

論
』、
良
源
『
九
品
往
生
義
』、
源
信
『
往
生
要
集
』、
な
ら
び
に
『
安
養
集
』

所
収
古
佚
文
献
（
智
光
『
無
量
寿
経
論
釈
』、
義
寂
『
無
量
寿
経
述
義
記
』、

法
位
『
無
量
寿
経
義
疏
』、
龍
興
『
観
無
量
寿
経
記
』）

（　

な
お
、
辺
地
を
九
品
の
摂
に
含
む
か
否
か
は
諸
説
あ
る
が
、
本
稿
で
は
扱

わ
な
い
。

（　
『
正
蔵
』
一
二
／
一
〇
二
八
上
一
四

（　

辺
地
と
比
べ
る
と
懈
慢
国
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
文
献
は
少
な
く
、
本
稿

で
参
照
し
た
も
の
は
三
書
（
伝
基
『
阿
弥
陀
経
疏
』、
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑

論
』、
源
信
『
往
生
要
集
』）
の
み
で
、
扱
う
の
は
実
質
的
に
は
『
釈
浄
土
群

疑
論
』
の
記
述
で
あ
る
。

（　
『
浄
全
』
一
五
／
三
八
二
下
一
七

（　
『
浄
全
』
一
五
／
三
八
三
上
九
、
三
八
三
下
二

（　
『
浄
全
』
一
五
／
三
九
四
下
九

10　
『
浄
全
』
一
五
／
四
七
二
上
五

11　
『
拾
遺
往
生
伝
』（『
続
浄
』
一
七
／
八
六
上
一
七
）

1（　
「
願
以
此
功
徳
平
等
施
一
切
同
発
菩
提
心
往
生
安
楽
国
」（『
講
式
』・『
浄

全
』
一
五
／
四
七
三
上
一
四
）

 

　
「
南
都
東
大
寺
沙
門
永
観
艸
願
共
結
縁
者
往
生
安
楽
国
」（『
拾
因
』・『
浄

全
』
一
五
／
三
九
四
下
一
三
）

1（　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
疑
惑
を
「
実
に
疑
心
懈
怠
は
往
生
の
重
障
な
り
。」

（『
浄
全
』
一
五
／
三
七
四
下
一
一
）
と
誡
め
、「
今
大
善
の
名
号
に
値
う
る

こ
と
は
こ
れ
一
生
の
大
慶
な
り
。
あ
に
衆
事
を
棄
て
て
仏
号
を
念
ぜ
ざ
ら
ん

や
。」（『
浄
全
』
一
五
／
三
七
四
下
一
六
）
と
、
専
修
を
勧
め
て
い
る
。

1（　
『
往
生
講
式
』
撰
述
時
に
詠
ん
だ
も
の
（『
千
載
和
歌
集
』
巻
十
九
・
釈
教

／
一
二
五
五
）

1（　
『
拾
遺
往
生
伝
』（『
続
浄
』
一
七
／
八
七
上
二
）

1（　

寛
治
八
年
に
七
宝
の
塔
婆
を
造
立
し
た
際
に
、
仏
舎
利
二
粒
を
安
置
し
た
。

そ
の
際
、
極
楽
に
順
次
往
生
で
き
る
な
ら
ば
舎
利
数
を
増
す
べ
し
と
発
願
し
、

そ
の
願
文
も
共
に
塔
に
納
め
た
。
は
た
し
て
翌
年
、
そ
の
仏
舎
利
は
四
粒
に

な
っ
て
い
た
。（『
拾
遺
往
生
伝
』：『
続
浄
』
一
七
／
八
六
下
九
）
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１
．
は
じ
め
に

　

浄
土
宗
吉
水
流
で
「
冬
の
御
詠
歌
」
と
呼
ん
で
い
る
法
然
上
人
の

お
歌
は
、
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
第
（0
巻
）
で
は
、
題
を
「
冬
」
と

し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
吉
水
流
に
倣
っ
て
「
冬
の
御
詠
歌
」
で

表
記
し
ま
す
。

 

さ
て
、
従
来
よ
り
、
こ
の
お
歌
は
、
雪
を
罪
に
喩
え
て
お
念
仏

の
功
徳
を
讃
え
た
お
歌
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
定
説
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

 

し
か
し
、
雪
国
育
ち
の
筆
者
は
、
長
年
に
わ
た
り
こ
の
こ
と
に

違
和
感
を
抱
い
て
き
ま
し
た
。
何
故
な
ら
ば
、
雪
が
降
り
積
も
る
と

辺
り
一
面
が
、
真
っ
白
で
清
ら
か
な
銀
世
界
に
一
変
し
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
光
景
に
感
動
す
る
事
が
あ
っ
て
も
、
雪
が
溶
け
て
大
地
が

露
わ
に
な
り
ド
ロ
ド
ロ
し
た
状
態
を
見
て
、
何
と
素
晴
ら
し
い
と
感

動
す
る
人
が
お
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
す
。

　

や
は
り
、
法
然
上
人
も
、
同
じ
よ
う
に
雪
景
色
に
感
動
さ
れ
て
、 

こ
の
お
歌
を
詠
わ
れ
た
も
の
と
受
け
取
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
と
考

え
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
こ
の
お
歌
を
拝
読
す
る
と
、
ど
う

し
て
も
大
地
は
罪
、
雪
は
念
仏
を
喩
え
た
も
の
と
し
か
解
釈
で
き
な

い
の
で
、
以
下
、
法
然
上
人
の
真
意
に
近
づ
け
る
よ
う
論
述
を
試
み

ま
す
。

２
．
冬
の
御
詠
歌
の
本
文

　

① 
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
総
本
山
知
恩
院
蔵
）

『
ゆ
き
能
う
ち
に　

仏
の
三
那
を　

と
な
ふ
連
は　

 

つ
毛
れ
る
徒
見
そ　

や
可
て
き
え
ぬ
る
』

冬
の
御
詠
歌　
―
大
地
は
罪
、
雪
は
念
仏
―

石　

田　

孝　

信
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② 

浄
土
宗
聖
典
（
第
６
巻
）

『
ゆ
き
の
う
ち
に　

仏
の
ミ
な
を　

と
な
ふ
れ
は　

 

つ
も
れ
る
つ
み
そ　

や
か
て
き
え
ぬ
る
』

　

③ 

現
代
語
表
記

『
雪
の
う
ち
に　

佛
の
み
名
を　

称
う
れ
ば　

 
積
れ
る
罪
ぞ　

や
が
て
消
え
ぬ
る
』

３
．
冬
の
御
詠
歌
の
訳
文

　
「
雪
が
降
っ
て
い
る
時
に　

阿
弥
陀
佛
の
み
名
を　

南
無
阿
弥
陀

佛
と
声
に
出
し
て
称
え
て
い
る
と　

無
始
よ
り
今
日
ま
で
に　

積
も

っ
た
罪
は　

大
地
が
雪
で
覆
わ
れ
て
見
え
な
く
な
る
よ
う
に　

た
ち

ま
ち
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
」

４
．
冬
の
御
詠
歌
の
語
句
の
説
明

雪
の
…
…
「
の
」
は
格
助
詞
の
た
め
、「
雪
が
」
に
な
り
ま
す
。

う
ち
…
…
「
う
ち
」
に
は
空
間
的
に
あ
る
範
囲
の
内
側
な
ど
の
意
味

が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
雪
が
「
降
っ
て
い
る
」
こ
と
と
同

じ
意
味
に
な
り
ま
す
。

に 

…
…
「
に
」
は
格
助
詞
で
時
な
ど
を
表
し
ま
す
か
ら
、「
時
に
」

に
な
り
ま
す
。

仏
の
…
…
「
の
」
は
～
の
を
意
味
す
る
助
詞
で
す
か
ら
「
阿
弥
陀
佛

の
」
に
な
り
ま
す
。

み
名
…
…
「
み
名
」
と
は
南
無
阿
弥
陀
佛
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で

は
次
の
句
と
の
関
係
で
こ
の
ま
ま
「
み
名
」
と
し
ま
す
。

を
…
…
「
を
」
は
～
を
意
味
す
る
格
助
詞
の
た
め
、「
を
」
に
な
り

ま
す
。

称
う
れ
…
…
「
称
う
れ
」
は
称
う
の
已
然
形
で
、
声
を
立
て
て
言
う 

こ
と
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
前
句
を
受
け
て
、「
南
無
阿
弥
陀

佛
と
声
に
出
し
て
称
え
て
い
る 

」
に
な
り
ま
す
。

ば
…
…
「
ば
」
は
格
助
詞
で
已
然
形
に
つ
く
と
、
い
つ
も
決
ま
っ
て 

と
い
う
意
味
を
含
む
「
と
」
に
な
り
ま
す
。

積
も
れ
る
罪
…
…
「
雪
が
積
も
る
」
と
「
罪
が
積
も
る
」
の
掛
詞
に 

な
っ
て
い
ま
す
。
後
述
し
ま
す
が
、
法
然
上
人
は
無
始
以
来
の

罪
を
対
象
に
し
ま
す
か
ら
、「
無
始
よ
り
今
日
ま
で
に
積
も
っ

た
罪
」
に
な
り
ま
す
。

ぞ
…
…
「
ぞ
」
は
係
助
詞
で
強
調
を
表
し
、「
は
」
に
な
り
ま
す
。

や
が
て
…
…
「
や
が
て
」
は
副
詞
で
、
す
ぐ
に
、「
た
ち
ま
ち
」
な

ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

消
え
…
…
「
消
え
」
は
消
ゆ
の
連
用
形
で
、
消
え
る
、
見
え
な
く
な
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る
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
、「
大
地
が
雪
で
覆
わ
れ
て
、

見
え
な
く
な
る
よ
う
に
消
え
て
」
に
な
り
ま
す
。

ぬ
る
…
…
「
ぬ
る
」
は
助
動
詞
ぬ
の
連
用
形
で
完
了
を
表
し
ま
す
か

ら
、「
し
ま
う
の
で
す
」
に
な
り
ま
す
。

５
．「
積
も
れ
る
罪
ぞ
」
に
つ
い
て

　

① 

法
然
上
人
の
人
間
観

　

十
七
条
御
法
語
（
昭
法
全
四
七
〇
）
の
深
心
釈
に
、「
我
は
是
、   

罪
悪
不
善
の
身
、
無
始
よ
り
已
来
六
道
に
輪
廻
し
て
、
往
生
の
縁
な

し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
果
て
し
な
い
過
去
か
ら
今
に
至
る
ま

で
悪
業
を
重
ね
て
き
た
わ
が
身
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の

人
間
観
で
あ
り
ま
す
。

　

当
然
、
今
の
場
合
も
こ
の
人
間
観
が
背
景
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

「
積
も
れ
る
罪
ぞ
」
は
、
訳
文
の
よ
う
に
「
無
始
よ
り
今
日
に
至
る

ま
で
に
積
も
っ
た
罪
は
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
と
思
わ
れ
ま
す

　

② 

法
然
上
人
の
念
仏
観

　

選
択
本
願
念
仏
集
（
第
十
三
章
）
に
襄
陽
の
石
刻
阿
弥
陀
経
の
一

節
を
引
用
し
て
、「
一
心
不
乱
よ
り
下
に
、
専
ら
名
号
を
持
す
れ
ば
、

名
を
称
す
る
を
以
て
の
故
に
諸
罪
消
滅
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
多
善
根

福
徳
の
因
縁
な
り
と
云
え
り
。
今
世
に
伝
え
る
本
は
、
こ
の
二
十
一

字
を
脱
す
」
と
述
べ
て
、
お
念
仏
に
諸
罪
消
滅
の
働
き
が
あ
と
を
教

示
さ
れ
て
い
ま
す
。   

冬
の
御
詠
歌
で
は
、
こ
の
教
義
が
根
底
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
す
。

　

③ 

罪
を
大
地
と
す
る
根
拠

　

善
導
大
師
は
六
時
礼
讃
偈
（
広
懺
悔
）
に
「
十
方
大
地
の
無
辺
に

微
塵
の
無
数
な
る
が
如
く
、
我
等
が
作
れ
る
罪
も
、
亦
た
復
た
無
数

な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
罪
を
大
地
に
喩
え
て
お
り
ま
す
。 

　
「
偏
に
善
導
一
師
に
依
る
な
り
」（
選
択
集
1（
章
）
と
仰
が
れ
た 

法
然
上
人
が
、
こ
の
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
、
又
は
同
じ
お
考
え
で
あ

っ
た
こ
と
は
当
然
推
察
で
き
る
こ
と
で
す
。

６
．「
や
が
て
消
え
ぬ
る
」
に
つ
い
て

　

① 

雪
を
念
仏
と
す
る
根
拠

　

法
然
上
人
は
十
二
箇
条
の
問
答
（
昭
法
全
六
七
三
）
に
「
喩
え
ば
、

重
き
石
を
船
に
載
せ
つ
れ
ば
、
沈
む
事
な
く
万
里
の
海
を
渡
る
が
ご

と
し
。
罪
業
の
重
き
事
は
石
の
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
本
願
の
船
に
乗

り
ぬ
れ
ば
、
生
死
の
海
に
沈
む
事
な
く
、
必
ず
往
生
す
る
な
り
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
御
法
語
は
、
総
本
山
知
恩
院
の
元
祖
大
師
御
法
語
（
後
篇
第

二
）
に
、
他
力
往
生
と
題
し
て
載
せ
て
い
る
文
章
の
一
節
で
も
あ
り
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ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
救
わ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
他
力
念
仏
の
救
済
原
理
が
巧
み
な
比
喩
で
説

か
れ
て
い
る
、
大
変
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
救
済
原
理
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
本
願
の
船
を
雪
に
変
え
て

他
力
往
生
の
極
意
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
が
冬
の
御
詠
歌
で
あ
り
ま

す
。

　

つ
ま
り
、
石
は
石
の
ま
ま
、
大
地
は
大
地
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、

全
く
違
う
状
態
に
変
化
す
る
所
に
注
目
す
べ
き
な
の
で
す
。

　

こ
の
他
力
念
仏
の
救
済
原
理
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
冬
の
御
詠
歌

の
真
意
が
受
け
取
れ
ず
、
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
大
地
が
大
地
の
ま
ま
で
、
そ
れ
が
変
わ
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
、
雪
が
降
り
積
も
る
と
、
大
地
は
真
っ
白
な
雪

景
色
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
状
況
は
一
変
し
ま
す
が
、
依
然

と
し
て
大
地
は
大
地
の
ま
ま
で
存
在
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
雪
で
覆
わ
れ
て
大
地
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
を
、 

法
然
上
人
は
「
や
が
て
消
え
ぬ
る
」
つ
ま
り
「
た
ち
ま
ち
消
え
て
し

ま
う
の
で
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

お
念
仏
を
す
る
人
は
、
摂
益
文
に
「
光
明
遍
照
十
方
世
界　

念
仏

衆
生
摂
取
不
捨
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
摂
取
不
捨
を
法
然
上
人
は

「
平
生
の
時
、
照
ら
し
始
め
て
最
後
ま
で
捨
て
給
わ
ぬ
な
り
」（
念
仏

往
生
要
義
集
）
と
解
説
さ
れ
、『
三
部
経
大
意
』
で
は
、
摂
取
不
捨

は
現
世
と
後
世
に
亘
る
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

冬
の
御
詠
歌
で
は
、
お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
世
で

も
、
諸
罪
消
滅
す
る
お
念
仏
の
功
徳
が
働
き
、
身
も
心
も
雪
で
覆
わ

れ
た
よ
う
に
清
め
ら
れ
る
、
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
を
法
然
上

人
は
お
念
仏
の
中
に
実
感
さ
れ
、
そ
の
心
境
を
雪
に
托
し
て
詠
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。

７
．
終
わ
り
に

　

浄
土
宗
は
、
法
然
上
人
が
一
枚
起
請
文
に
お
示
し
の
よ
う
に
往
生 

極
楽
を
目
的
と
す
る
宗
派
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
彼
に
て
悟
り

を
も
ひ
ら
き
、
仏
に
も
な
ら
ん
と
思
う
も
の
な
り
」（
要
義
問
答
）

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
類
共
通
の
課
題
で
も
あ
る
成
仏
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
浄
土
宗
に
よ
っ
て
人
生
の
目
的
と
意
義
が
明
ら
か
に
な

り
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
い
た
だ
き
、
現
世
と
後

世
に
亘
っ
て
成
仏
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
、
人
類
共
通
の
課
題
な

の
で
す
。
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さ
て
、
こ
の
根
拠
と
な
る
往
生
の
本
来
の
意
味
を
確
認
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
荻
原
雲
来
博
士
に
よ
る
と
、
往
生
の
原
語
に
は
、
転
生

と
再
生
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

転
生
は
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
場
所
の
移
動
を
意
味
し
ま
す
か

ら
、
従
来
の
定
説
で
あ
る
死
後
往
生
の
こ
と
で
す
。

　

問
題
は
、
再
生
の
理
解
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
ま
で
こ
れ
を

全
く
無
視
し
て
き
た
と
も
言
え
る
の
が
、
今
日
の
浄
土
宗
で
あ
り
ま

す
。

　

再
生
は
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
状
態
の
変
化
を
意
味

し
ま
す
か
ら
、
具
体
的
に
言
う
と
、
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
心
の
変

化
、
心
境
の
内
容
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
当
時
、
死
後
往
生
一
辺
倒
で
あ
っ
た
中
で
、
こ
の
再
生

（
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
・
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
・
光
明
に
照

ら
さ
れ
る
）
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
転
生
と
再
生
の
二
つ
の
意
味

を
含
む
往
生
を
説
か
れ
た
方
こ
そ
法
然
上
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
を
詠
わ
れ
た
の
が
「
宗
歌
月
か
げ
」
や
「
冬
の
御
詠
歌
」

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
往
生
と
は
、
転
生
（
死
後
往
生
）
と
再
生

（
現
世
往
生
）
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
表
現
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
法
然
上
人
は
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
教
化
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
え
ば
、
選
択
集
（
第
十
一
章
）
に
「
念
仏

は
か
く
の
ご
と
き
等
の
、
現
当
二
世
始
終
の
両
益
あ
り
」
と
お
示
し

の
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
真
意
は
、
死
後
往
生
（
転
生
）
と
現
世
往

生
（
再
生
）
の
両
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
か
ら
、
冬
の
御
詠
歌
は
、
法
然
上
人
が
現
世
往
生
の
事
実
、 

つ
ま
り
お
念
仏
に
よ
る
再
生
（
精
神
的
な
生
ま
れ
変
わ
り
、
阿
弥
陀

仏
の
救
い
、
光
明
の
摂
取
）
を
ご
自
身
の
念
仏
体
験
に
基
づ
き
、
大

地
を
罪
に
、
雪
を
念
仏
に
喩
え
て
、
お
念
仏
の
素
晴
ら
し
さ
、
有
り

難
さ
を
詠
わ
れ
た
も
の
と
言
え
る
こ
と
が
論
述
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

以
上
。
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は
じ
め
に

　

法
然
上
人
に
は
、
沢
山
の
御
弟
子
が
お
ら
れ
ま
し
た
が
『
法
然
上

人
行
状
絵
図
』
巻
四
に
、「
わ
が
心
を
知
れ
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
は
、
安
居
院
の
聖
覚
法
印
で
あ
る
。

　

法
然
上
人
の
浄
土
の
教
え
を
聴
聞
さ
れ
て
、
す
ば
や
く
、
入
門
さ

れ
説
教
に
身
を
投
じ
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
時
流
に
乗
る
才
能
が
あ

り
、「
説
教
念
仏
義
の
祖
」「
説
法
義
の
祖
」
と
尊
敬
さ
れ
て
い
る
。

　

聖
覚
法
印
の
父
澄
憲
法
印
も
稀
代
唱
導
師
し
て
有
名
で
、
昭
和
四

十
二
年
に
八
十
余
歳
で
没
し
た
浪
曲
の
吉
田
大
和
丞
（
奈
良
丸
）
師

は
、
大
和
の
祭
文
語
り
の
出
身
で
、
浪
曲
史
上
に
名
を
残
さ
れ
た
が
、

生
前
に
よ
く
「
私
ら
の
先
祖
は
澄
憲
さ
ん
や
」
と
語
っ
て
い
た
と
い

う
。
こ
れ
は
芸
風
通
俗
説
教
で
鳴
ら
し
た
澄
憲
法
印
の
名
が
、
民
間

芸
能
者
の
間
で
長
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。

　

澄
憲
法
印
、
聖
覚
法
印
親
子
の
流
れ
を
安
居
院
流
と
呼
び
、
天
台

宗
か
ら
浄
土
宗
に
入
り
真
宗
に
受
け
継
が
れ
た
。
芸
能
史
か
ら
見
て

も
家
元
的
存
在
で
、
浄
土
思
想
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
伝
承
し
、
安

居
院
流
の
系
譜
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
唱
導
、
話
芸
の
日
本
史
で
、
そ

の
系
譜
を
考
察
し
た
い
。

一
、
説
教
の
流
れ

　

説
教
は
、
経
典
や
教
義
を
説
い
て
衆
生
を
済
度
す
る
、
民
衆
を
教

え
導
く
と
い
う
の
が
本
来
の
目
的
で
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
系
列
が
あ

り
、
一
つ
は
、
オ
ー
ソ
ド
ツ
ク
ス
な
法
話
の
系
列
、
も
う
ひ
と
つ
は

芸
風
節
談
の
系
列
で
あ
る
。

　

言
葉
に
節
（
抑
揚
）
を
つ
け
、
鍛
え
上
げ
た
美
声
と
ゼ
ス
チ
ャ
ー

を
も
っ
て
演
技
的
な
表
出
を
取
り
な
が
ら
、
聴
衆
の
感
覚
に
訴
え
る

情
念
の
説
教
が
す
で
に
佛
教
伝
来
の
と
き
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
説
法
を
十
二
通
り
の
方
法
を
示
す
『
一
二

部
経
』
の
中
に
伽ガ
ー
ダ陀
（
諷
頌
）
尼ニ
ダ
ー
ナ
ー

陀
那
（
因
縁
）、　

阿ア
バ
ダ
ー
ナ

波
陀
那
（
譬

祭
文
の
研
究　
―
安
居
院
流
説
教
と
芸
能
の
系
譜
―

加　

藤　

善　

也
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喩
）
を
説
教
（
法
話
）
の
型
の
一
種
と
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

釈
尊
在
世
中
の
説
教
の
な
か
に
諸
芸
的
な
要
素
が
濃
厚
入
っ
て
い
た

こ
と
を
想
わ
せ
る
。『
三さ
ん

輪り
ん

説
法
』
の
中
の
「
口
業
説
法
論
」
は
四し

弁べ
ん

八は
つ

音と
ん

と
い
う
芸
能
的
、
音
楽
的
な
説
教
技
術
を
も
っ
て
仏
が
甚
深

微
妙
の
教
法
を
説
か
れ
て
い
る
。

　

日
本
佛
教
の
説
教
に
直
接
影
響
を
与
え
た
中
国
佛
教
の
説
教
（
唱

導
）
に
も
演
説
技
術
の
基
本
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
梁り
ょ
うの
慧え

皎こ
う
撰

『
高
祖
伝
』
巻
一
三
に
は
説
教
の
重
点
が
「
声
、
弁
、
才
、
博
」
に

置
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
声
（
発
音
、
発
声
、

抑
揚
）
弁
（
語
り
口
）
才
（
セ
ン
ス
）
博
（
学
識
、
教
養
）
は
説
教

者
の
必
修
条
件
で
、
現
代
に
お
い
て
も
、
こ
の
四
つ
の
条
件
は
布
教

家
に
と
っ
て
も
重
要
で
、「
一
声
、
二
節
、
三
男
」
と
い
う
よ
う
な

伝
承
を
生
む
に
い
た
っ
た
。

　

我
が
国
の
説
教
の
歴
史
の
中
で
、
文
献
の
上
で
は
推
古
天
皇
の
六

年
（
五
九
八
）
に
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
が
勝
鬘
経
を
講
義
さ
れ

た
の
が
、
説
教
と
し
て
文
献
に
現
れ
る
最
古
の
も
の
で
、
聖
徳
太
子

の
高
座
説
教
以
来
、
我
が
国
の
説
教
は
、
情
念
中
心
の
感
覚
的
要
素

を
重
ん
じ
な
が
ら
、
歴
史
的
展
開
を
遂
げ
た
。
平
安
時
代
に
は
、
法

華
八
講
が
盛
行
し
、
説
教
の
名
人
が
続
出
、
清
少
納
言
は
『
枕
草

子
』
の
中
で
「
説
教
師
は
顔
よ
き
」
と
記
さ
れ
ス
タ
ー
に
な
っ
て
お

り
、
宮
廷
女
房
た
ち
に
大
変
も
て
は
や
さ
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
に

も
同
じ
よ
う
に
説
教
が
一
つ
の
娯
楽
的
な
面
を
具
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
書
か
れ
て
い
る
。
や
が
て
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
が
出
現
し
て

旧
来
の
顕
密
諸
宗
に
よ
る
上
代
、
中
古
の
説
教
の
方
法
が
大
き
く
変

貌
し
て
い
っ
た
。

二
、
説
教
の
家
元

　

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
天
台
宗
の
説
教
の
巨
匠
澄
憲
（
一

一
二
六
～
一
二
〇
三
）
と
そ
の
子
聖
覚
（
一
一
六
七
～
一
二
三
五
）

の
説
教
風
を
「
安
居
院
流
」
と
呼
ば
れ
る
。
聖
覚
法
印
が
法
然
上
人

に
帰
依
し
、
親
鸞
聖
人
と
親
交
し
た
た
め
安
居
院
流
の
説
教
は
天
台

宗
か
ら
浄
土
宗
に
入
り
、
真
宗
に
受
け
継
が
れ
、
奥
義
は
、
秘
伝
、

口
伝
の
形
で
師
資
相
承
さ
れ
た
。
後
世
、
説
教
修
行
で
随
行
制
度
や

台
本
秘
伝
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
安
居
院
流
の
形
式
を
尊
重
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

寛
政
年
間
（
一
二
四
三
～
一
二
四
七
）
に
定
円
が
立
て
た
「
三
井

寺
派
」
と
い
う
一
派
を
作
り
、
説
教
の
家
元
的
存
在
と
し
て
並
立
し
、

演
説
体
説
教
の
隆
盛
に
拍
車
を
加
え
が
、
近
世
に
入
る
頃
に
衰
退
し

て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
民
間
芸
能
と
な
っ
た
説
経
浄
瑠
璃
（
説
経
祭

文
）
を
支
配
し
仏
法
弘
通
に
貢
献
、
宗
教
、
生
活
、
娯
楽
（
芸
能
）
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を
一
体
と
す
る
生
活
構
造
を
樹
立
し
て
い
た
。

　

安
居
院
流
の
話
し
方
は
、
呼
ば
わ
り
説
教
、
因
縁
譬
喩
説
教
が
特

色
で
、
才
気
煥
発
に
よ
る
迫
力
を
示
し
て
お
り
、
三
井
寺
派
は
重
量

感
の
溢
れ
る
粘
着
性
の
あ
る
甚
深
と
説
き
聞
か
せ
る
話
し
方
を
特
色

と
し
て
い
た
。

三
、
安
居
院
の
澄
憲
、
聖
覚
法
印

　

京
都
市
大
宮
通
寺
の
内
に
「
あ
ぐ
い
」
と
呼
称
さ
れ
る
地
名
が
残

っ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
西
法
寺
は
、
こ
の
、
安
居
院
の
遺

跡
を
伝
え
、
澄
憲
法
印
、
聖
覚
法
印
父
子
の
居
住
さ
れ
た
と
こ
ろ
と

し
て
知
ら
れ
る
。
毎
年
四
月
に
聖
覚
法
印
を
忍
ぶ
集
い
（
聖
覚
忌
）

が
勤
め
ら
れ
、
聖
覚
法
印
が
石
山
寺
に
参
詣
し
た
折
、
源
氏
物
語
の

作
者
紫
式
部
を
供
養
し
た
源
氏
講
式
（
表
白
、
聖
覚
法
印
作
、
能
源

氏
供
養
）
が
住
職
に
よ
り
安
居
院
流
で
拝
読
さ
れ
て
い
る
。

　

安
居
院
西
法
寺
の
沿
革
や
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
聖
覚
法
印

の
祖
父
藤
原
通
憲
こ
と
信
西
入
道
は
、
黒
衣
の
宰
相
と
称
せ
ら
れ
た

人
物
で
「
諸
道
に
達
せ
る
才
人
な
り
。
九
流
の
八
家
に
通
ず
」
と
云

わ
れ
た
が
、
そ
の
才
智
ゆ
え
に
平
治
の
乱
に
於
い
て
、
大
和
国
田
原

山
で
首
打
ち
落
と
さ
れ
、
そ
の
一
門
の
多
く
流
罪
で
信
西
入
道
の
二

十
人
の
子
女
の
内
、
澄
憲
法
印
は
第
七
子
で
あ
る
。

　

澄
憲
法
印
に
つ
い
て
は
『
尊
卑
分
脈
』
や
『
元
享
釈
書
』『
業
資

王
記
』『
平
家
物
語
』『
古
今
著
作
集
』『
源
平
盛
衰
記
』『
法
然
上
人

行
状
絵
図
』『
浄
土
絵
系
譜
』
等
に
詳
し
い
。
澄
憲
法
印
は
、
平
治

の
乱
の
悲
劇
の
起
こ
る
前
に
出
家
し
て
比
叡
山
に
登
っ
て
お
り
、
処

罰
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
天
台
の
学
を
修
め
て
、
一

心
三
観
の
相
承
血
脈
を
伝
承
し
、
大
僧
都
と
な
り
法
印
に
叙
せ
ら
れ

た
。

　

比
叡
山
東
塔
北
谷
の
学
室
竹
林
院
に
住
持
し
、
洛
陽
の
房
安
居
院

に
住
じ
「
安
居
院
の
法
印
」
と
呼
称
さ
れ
た
。

　

澄
憲
法
印
は
、
唱
導
に
す
ぐ
れ
話
術
は
巧
み
で
、
逸
話
は
豊
富
で
、

庶
民
の
間
に
溶
け
込
ん
で
い
け
る
芸
能
人
素
質
に
恵
ま
れ
、
学
術
的

に
裏
打
ち
さ
れ
た
説
法
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
佛
十
大
弟
子
の
富
楼

那
尊
者
の
再
来
と
う
た
わ
れ
た
。
老
体
の
法
体
を
も
っ
て
結
婚
し
、

破
壊
僧
と
し
て
非
難
を
浴
び
た
が
、
説
教
に
於
い
て
道
俗
の
教
化
に

尽
力
し
た
た
め
、
熱
烈
な
支
持
を
受
け
た
こ
と
が
諸
誌
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
弁
舌
に
つ
い
て
は
『
元
亨
釈
書
』
に
、「
澄
憲
の
話
は
、
泉

の
ご
と
く
舌
の
端
か
ら
湧
き
出
る
。
ひ
と
た
び
高
座
に
登
れ
ば
、
大

勢
の
聴
衆
耳
を
傾
け
、
耳
が
清
め
ら
れ
る
」
と
の
意
味
が
記
さ
れ
、

『
尊
卑
分
脈
』
で
も
「
説
法
は
天
下
一
」
と
激
賞
さ
れ
、『
古
事
談
』
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に
も
同
様
の
讃
嘆
が
あ
る
。
天
台
の
法
印
ま
で
登
り
な
が
ら
里
の
房

安
居
院
で
、
非
僧
非
俗
の
説
教
者
と
し
て
、
説
教
史
に
大
き
な
功
を

残
し
、『
法
滅
の
記
』『
唱
導
鈔
』『
澄
憲
作
文
大
体
』『
源
泉
集
』
な

ど
の
著
書
が
あ
る
。
澄
憲
法
印
の
子
女
は
九
男
一
女
で
あ
る
が
、
聖

覚
法
印
は
そ
の
第
三
子
で
、
い
ず
れ
も
天
台
宗
や
真
言
宗
の
名
僧
で
、

一
女
も
尼
僧
に
な
っ
た
。

　

聖
覚
法
印
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
巻
四
『
浄
土
伝
燈
録
』

『
明
月
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
詳
し
く
知
る
事
が
で
き
る
し
、
何
よ

り
も
後
世
の
浄
土
教
学
や
、『
親
鸞
聖
人
御
一
代
記
』
で
あ
ま
ね
く

知
ら
れ
、
父
を
し
の
ぐ
名
声
を
博
し
て
い
る
。

　

聖
覚
法
印
の
著
書
は
『
大
原
談
義
聞
書
鈔
』『
四
十
八
願
釈
』
五

巻
『
四
十
八
願
義
』
四
巻
、『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』（
十
六
門
記
）
の

結
び
「
高
声
に
唱
え
て
感
悦
髄
に
徹
り
、
落
涙
千
行
な
り
き
」
は
法

然
上
人
の
『
小
消
息
』
の
結
び
と
つ
な
が
り
、
浄
土
教
徒
の
感
動
を

呼
ん
だ
。『
唯
信
鈔
』
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を

見
事
に
要
約
し
た
著
書
で
安
居
院
説
教
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
た
。

　
『
平
家
物
語
』
の
思
想
は
「
灌
頂
巻
」
で
建
礼
門
院
の
六
道
輪
廻

と
、
そ
の
輪
廻
を
超
え
て
い
く
横
超
の
話
が
示
す
よ
う
に
、
法
然
上

人
の
専
修
念
仏
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
覚
法
印
の
見
事
な
雄
弁

が
一
種
の
語
り
で
有
る
事
を
考
え
る
と
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。『
登
山
状
』
の
美
文
は
、
ど
こ
か
『
平
家
物
語
』

の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
の
声
に
通
ず
る
も
の
を
も
ち
、
聖
覚
法

印
の
周
辺
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

藤
原
定
家
は
『
明
月
記
』
の
嘉
禎
元
年
二
月
二
一
日
の
条
に
「
今

年
で
六
九
歳
、
も
っ
と
も
つ
と
生
き
て
い
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

も
う
あ
の
名
説
教
も
聴
か
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
を

記
し
て
聖
覚
法
印
の
死
を
惜
し
ま
れ
て
い
る
。

四
、
聖
覚
法
印
の
周
辺
の
人
々

　

聖
覚
法
印
は
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
の
出
遇
の
時

期
の
確
た
る
資
料
は
な
い
が
、『
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』（
高
田
開
山
）

を
抜
粋
す
る
と
、「
二
十
九
歳
三
月
中
句
、
四
条
橋
に
て
、
計
ら
ざ

る
に
安
居
院
聖
覚
法
印
に
行
き
逢
い
た
ま
ふ
。
…
今
、
東
山
吉
水
に
、

法
然
房
源
空
聖
ま
し
ま
す
。
実
に
一
天
の
名
匠
、
四
海
の
導
師
也
。

早
く
彼
の
許
に
詣
で
て
要よ
う
津し
ん
を
問
い
た
ま
え
。
我
も
此
の
頃
、
そ
の

教
化
を
う
け
、
今
日
も
参
る
せ
と
申
さ
る
。
範
宴
き
た
ま
ひ
、
三
月

中
句
、
範
宴
吉
水
に
卦
き
た
ま
ふ
。
折
ふ
し
源
空
の
御
前
に
は
墨
染

め
の
衣
き
た
る
人
々
」
と
あ
る
。『
親
鸞
聖
人
正
明
伝
』（
存
覚
上

人
）
に
は
、「
二
九
歳
、
建
仁
元
年
辛
酉
正
月
十
日
、
京
都
六
角
舎

如
意
輪
観
音
に
百
日
の
参
籠
あ
り
、
安
居
院
聖
覚
法
印
に
逢
ひ
て
、
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源
空
上
人
の
高
徳
を
聞
き
、
わ
た
り
に
舟
を
得
た
る
心
し
て
、
遂
に

吉
水
禅
房
に
尋
ね
参
り
た
ま
ひ
け
り
。
是
、
も
は
ら
六
角
堂
の
観
世

音
の
利
世
方
便
の
い
た
す
と
こ
ろ
な
り
」
と
記
さ
れ
、
得
度
の
師
の

青
蓮
院
の
前
を
通
り
吉
水
の
禅
房
ま
で
の
距
離
が
い
か
に
遠
い
道
で

あ
つ
た
か
と
想
像
で
き
る
。

　

法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
、
聖
覚
法
印
と
の
接
点
を
、
よ
り
鮮
明
に

観
考
す
る
に
は
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
が
あ
り
、「
聖
覚
法
印
わ

が
心
を
し
れ
り
と
の
給
へ
り
。
浄
土
の
法
門
を
き
き
て
所
存
を
残
さ

れ
ざ
る
事
し
り
ぬ
べ
し
」
あ
り
、
覚
如
上
人
の
『
口
伝
鈔
』
に
依
れ

ば
、「
安
居
院
の
法
印
聖
覚
を
唱
導
と
し
て
、」
と
あ
り
、
関
わ
り
方

が
判
然
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

熊
谷
次
郎
直
実
（
一
一
四
一
～
一
二
〇
八
）
は
、
う
ら
若
い
平
敦

盛
を
一
の
谷
の
戦
い
で
討
っ
た
こ
と
は
『
平
家
物
語
』
で
有
名
で
有

る
が
、
我
が
身
の
罪
悪
と
世
の
儚
さ
を
感
じ
て
都
に
の
ぼ
り
、
聖
覚

法
印
の
こ
と
を
聞
き
、
安
居
院
を
訪
ね
て
い
る
。
聖
覚
法
印
は
直
実

を
法
然
上
人
に
案
内
し
「
蓮
生
房
」
と
命
名
さ
れ
、『
法
然
上
人
行

状
絵
図
』
第
二
二
の
巻
に
は
熊
谷
直
実
に
観
る
念
仏
者
像
が
あ
る
。

　

親
鸞
聖
人
は
聖
覚
法
印
の
『
唯
信
鈔
』
隆
寛
律
師
の
『
一
念
多
念

分
別
事
』
は
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
の
説
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
も

っ
と
も
よ
い
本
と
奨
励
さ
れ
自
身
も
『
唯
信
鈔
文
意
』
を
著
述
さ
れ

た
。

　

嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
嘉
禄
の
法
難
で
、
聖
覚
法
印
は
迫
害
の

対
象
と
な
ら
ず
、
隆
寛
律
師
と
聖
覚
法
印
の
立
場
態
度
も
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
説
教
と
大
衆
芸
能

　

天
台
宗
か
ら
で
た
安
居
院
流
と
三
井
寺
派
は
、
か
つ
て
中
世
に
お

い
て
全
国
の
弁
舌
家
達
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
日
本
話
芸
史
上
に
君
臨

し
た
。
説
教
者
は
、
説
教
師
、
物
語
僧
、
遊
行
者
に
分
か
れ
て
様
々

な
方
法
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
～
一
三
四

六
）
の
『
元
享
釈
書
』
巻
二
十
九
「
音
芸
志
」
に
こ
の
二
つ
の
流
派

を
紹
介
し
て
い
る
。
説
教
者
た
ち
が
俗
受
け
を
狙
う
あ
ま
り
、
芸
人

化
し
た
経
緯
を
具
体
的
に
「
変
態
百
出
、
揺
二
身
首
一
腕
二
音
韻

1
」「
流
為
二
詐
偽
俳
優
之
伎
一
」
述
べ
て
い
る
。
説
教
者
た
ち
は

高
座
の
う
え
で
体
や
首
を
動
か
し
、
揺
る
が
し
様
々
な
型
を
示
し
、

巧
妙
な
節
付
け
を
し
て
歌
い
上
げ
る
。
笑
わ
せ
た
り
、
泣
か
せ
た
り

す
る
技
術
を
身
に
付
け
芸
人
化
し
て
い
っ
た
。

　

あ
る
も
の
は
、
全
国
各
地
を
広
く
遊
行
す
る
音
芸
者
と
な
り
、
そ

こ
か
ら
ま
た
派
生
し
て
出
る
放
浪
芸
人
が
出
て
、
琵
琶
法
師
、
絵
解

法
師
、
勧
進
僧
、
勧
進
比
丘
尼
、
熊
野
比
丘
尼
な
ど
に
な
っ
て
い
く
。
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高
座
説
教
も
、「
節
談
説
教
」
と
い
わ
れ
る
芸
風
の
説
教
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
。
声
明
の
名
調
子
や
和
讃
、
講
式
、
祭
文
も
取
り
入
れ
、

民
衆
の
娯
楽
的
要
求
を
受
け
と
め
、『
三
周
説
法
』（
譬
喩
因
縁
談
）

を
応
用
し
最
初
に
讃
題
を
置
き
、
末
尾
に
結
勧
（
結
弁
）
を
置
く
五

段
法
は
安
居
院
流
の
系
を
引
く
も
の
で
、
高
座
の
上
か
ら
、
身
振
り

手
振
り
、
感
情
を
込
め
、
声
を
鍛
え
抑
揚
を
つ
け
、
時
に
お
か
し
く
、

悲
し
く
話
芸
の
型
を
つ
く
つ
た
。
こ
れ
ら
の
人
達
は
全
国
各
地
を
歩

き
ま
わ
り
、
あ
る
者
は
鉦
を
叩
き
、
あ
る
者
は
簓
を
す
り
、
や
が
て
、

胡
弓
や
三
味
線
を
加
え
、
山
伏
の
系
統
で
「
ち
ょ
ん
が
れ
」「
ち
ょ

ぼ
く
れ
」「
デ
ロ
レ
ン
祭
文
」「
祭
文
音
頭
」「
浮
か
れ
節
」「
阿
保
陀

羅
経
」
な
ど
も
う
ま
れ
、「
江
州
音
頭
」「
浪
花
節
浪
曲
」
に
発
展
し

て
い
っ
た
。
講
談
も
説
教
の
異
称
と
し
て
、
講
釈
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
説
教
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
、

　

ま
た
、
別
の
流
れ
で
は
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
説
教
が
語
ら
れ
、

そ
の
系
列
か
ら
説
教
の
変
形
「
平
曲
」
が
生
ま
れ
、
や
が
て
「
説
経

浄
瑠
璃
」
を
生
ん
で
、
近
松
門
左
衛
門
や
竹
本
義
太
夫
の
新
浄
瑠
璃

が
起
り
、
芸
能
史
上
に
君
臨
し
た
。

　

曼
荼
羅
絵
解
き
も
説
教
の
一
つ
で
、
大
和
当
麻
寺
の
浄
土
変
観
経

曼
荼
羅
説
く
俗
に
「
ま
ん
だ
ら
絵
解
き
」
と
呼
ば
れ
、
中
将
姫
伝
説

を
混
え
た
物
語
で
能
や
浄
瑠
璃
な
ど
諸
芸
能
に
影
響
し
、
説
教
の
中

で
も
高
度
な
視
聴
覚
説
教
で
、
こ
の
方
法
が
近
世
初
期
主
と
し
て
浄

土
宗
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
系
列
で
落
語
の
祖
安
楽
庵
策
伝
は
、
滑
稽
説
教
、
曼
荼
羅
絵

解
き
の
名
人
で
あ
っ
た
。
話
の
終
わ
り
に
落
ち
（
サ
ゲ
）
を
つ
け
て

終
わ
る
と
い
う
方
法
を
実
演
『
醒
睡
笑
』
は
、
メ
モ
を
集
大
成
し
た

も
の
で
後
の
落
語
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。

　

落
語
の
方
で
古
く
か
ら
扇
子
の
こ
と
を
“
カ
ゼ
”
と
い
い
、
手
拭

い
の
事
を
“
ま
ん
だ
ら
”
と
い
う
が
、
こ
れ
は
曼
荼
羅
絵
解
き
か
ら

出
て
お
り
、
六
道
説
教
の
修
羅
場
説
教
が
独
立
し
て
講
談
に
な
っ
た
。

　

高
座
で
正
座
し
て
上
半
身
の
極
度
に
洗
練
さ
れ
た
振
り
と
、
説
教

の
登
場
順
序
は
「
前
座
読
み
」「
中
座
読
み
「
上
座
読
み
」
と
云
わ

れ
、
今
で
も
前
座
読
み
は
落
語
、
中
座
読
み
は
講
談
の
ほ
う
で
残
り
、

た
た
み
込
ん
で
読
み
口
は
説
教
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
。

　

さ
わ
り
を
も
っ
て
い
く
「
逼
り
弁
」
講
釈
調
の
「
繰
り
弁
」
と
い

う
話
芸
の
特
色
、
特
異
な
口
演
技
術
も
考
案
さ
れ
仏
教
芸
能
は
著
し

い
進
展
を
見
た
。

お
わ
り
に

　

安
居
院
流
の
唱
導
が
秘
伝
の
形
式
を
取
っ
た
こ
と
は
『
法
則
集
』

に
も
あ
り
、
安
居
院
流
説
教
の
秘
伝
は
、
独
特
の
読
み
方
、
唱
え
方
、
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発
音
、
発
声
な
ど
を
口
伝
の
形
で
師
資
相
承
さ
れ
る
も
の
で
、
秘
伝

の
形
式
、
独
特
の
節
付
け
で
、
仏
教
芸
能
に
も
著
し
い
進
展
を
見
せ

た
。

　

現
在
で
は
唱
導
、
説
教
は
「
教
導
」「
伝
道
」「
法
話
」「
法
座
」

と
呼
称
さ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
今
日
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

説
教
は
、
日
本
人
に
最
も
適
し
た
話
し
方
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら

研
究
し
そ
の
方
法
を
う
ち
た
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

日
本
人
の
話
し
方
の
技
術
は
説
教
に
よ
っ
て
主
流
が
占
め
ら
れ
、
そ

の
方
法
か
ら
落
語
、
講
談
、
貝
祭
文
、
浪
花
節
、
浪
曲
な
ど
の
話
芸

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

昔
年
に
比
べ
て
法
話
に
情
念
が
欠
如
す
る
こ
と
や
、
楽
し
み
の
対

象
が
大
幅
に
変
化
し
多
様
化
し
て
、
魅
力
的
な
も
の
で
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
話
芸
説
教
の
長
い
歴
史
と
伝
統
の
中
で
育
成

さ
れ
た
お
も
し
ろ
さ
を
見
逃
し
て
来
た
か
も
知
れ
ず
、
説
教
と
芸
能

が
全
く
別
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
、
情
念
に
訴
え
る

布
教
も
大
切
と
思
っ
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

平
成
二
十
八
年
五
月
に
、
東
京
教
区
江
東
組
主
催
の
五
重
相
伝
で

伝
灯
師
を
勤
め
さ
せ
て
頂
い
た
。
こ
の
法
会
の
中
の
剃
度
式
を
勤
め

る
に
際
し
て
、
既
刊
書
を
そ
の
ま
ま
奉
読
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
い
か

に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
た
ら
よ
い
か
と
逡
巡
し
た
。
こ
こ
で
は
仏
弟

子
と
な
る
剃
度
式
の
な
か
の
報
恩
偈
・
懺
悔
・
剃
髪
偈
な
ど
の
問
題

点
を
提
議
し
た
い
。

　

剃
度
式
は
、
五
重
相
伝
と
授
戒
会
の
法
会
中
に
勤
め
ら
れ
る
法
要

で
あ
り
、
単
独
的
に
勤
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。
俗
に
「
お

か
み
そ
り
」
と
称
さ
れ
、
剃
刀
を
受
者
の
頭
上
に
あ
て
て
剃
髪
し
た

こ
と
と
す
る
剃
度
作
法
と
三
帰
三
竟
が
主
要
な
儀
礼
で
あ
り
、
五
重

相
伝
の
「
正
伝
法
」
ま
た
は
授
戒
会
の
「
正
授
戒
」
を
受
け
る
器
に

な
る
た
め
の
法
要
で
あ
る
。

得
度
式
・
剃
度
式
・
枕
経
の
式
次
第

　

先
ず
、
得
度
式
・
剃
度
式
・
枕
経
の
剃
度
作
法
な
ど
の
儀
礼
部
分

の
み
を
比
較
し
て
み
た
い）

1
（

。

得
度
式

　

請
師
、
請
証
明
師
、
和
上
開
導
、
報
恩
偈
、
新
発
意
退
座
、
新
発

意
剃
髪
、
新
発
意
復
座
、
灌
頂
、
和
上
誦
偈
、
本
尊
三
拝
、
帰
依
偈
、

剃
髪
偈
、
授
与
袈
裟
、
袈
裟
被
着
偈
、
授
与
三
帰
三
竟
、
教
誡
、
授

与
僧
名
、
授
与
経
本
、
授
与
数
珠
、
日
課
誓
約
、
授
与
十
念
、
自
慶

偈
剃
度
式

　

請
師
、
和
上
開
導
、
説
偈
（
報
恩
偈
）、
灌
頂
、
剃
髪
偈
、
授
与

袈
裟
、
授
与
三
帰
三
竟
、
教
誡
、
授
与
度
牒
、
授
与
経
本
、
授
与
日

課
、
授
与
十
念

剃
度
式
に
つ
い
て

西　

城　

宗　

隆
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枕
経

　

奉
請
、
広
懺
悔
、
懺
悔
偈
、
十
念
、
転
座
、
剃
度
作
法
、
報
恩
偈
、

剃
髪
偈
、
十
念
、
授
与
三
帰
三
竟
、
授
与
戒
名
、
十
念

　

得
度
式
は
僧
侶
と
な
る
た
め
の
第
一
歩
の
式
で
あ
り
、
剃
度
式
は

檀
信
徒
を
仏
弟
子
と
す
る
式
で
あ
る
。
枕
経
は
故
人
を
仏
弟
子
に
す

る
式
で
あ
る
。
剃
度
式
は
出
家
作
法
に
準
じ
た
作
法
で
あ
る
得
度
式

を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
枕
経
は
生
前
に
仏
弟
子
に
す
る
剃
度

式
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
仏
弟
子
と
す
る
作
法
は
、
僧
侶
・

檀
信
徒
・
故
人
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
同
一
の
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
式
の
共
通
儀
礼
は
、
報
恩
偈
、
剃
髪
偈
、
授
与
三
帰
三
竟
、
授

与
十
念
で
あ
る
。
得
度
式
は
「
僧
名
」、
剃
度
式
は
仏
弟
子
と
な
っ

た
証
で
あ
る
「
度
牒
」、
枕
経
は
「
戒
名
」
を
そ
れ
ぞ
れ
授
け
る
儀

礼
で
あ
る
。
こ
の
中
の
枕
経
の
十
念
は
直
正
直
面
の
十
念
で
あ
る
の

で
、
授
与
十
念
と
同
様
の
儀
礼
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
式
は
、
報
恩

偈
を
唱
え
て
剃
髪
し
て
か
ら
三
帰
を
授
け
て
仏
弟
子
と
す
る
儀
礼
か

ら
な
る
。
従
っ
て
、
枕
経
は
仏
弟
子
に
す
る
作
法
を
も
っ
て
、
浄
土

宗
の
葬
送
儀
礼
と
し
た
と
言
え
る
。

仏
門
の
入
門
と
し
て
の
報
恩
偈

　
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』（
以
下
、『
行
事
鈔
』
と
略
す
）
沙

弥
別
行
篇
第
二
八
に
は
、
道
宣
の
出
家
観
と
出
家
式
を
記
し
て
い
る

中
に
「
報
恩
偈
」
を
明
記
し
て
い
る）

（
（

。
本
宗
の
得
度
式
は
道
宣
の
出

家
式
に
基
づ
き
、
食
作
法
の
五
観
な
ど
も
本
書
に
よ
っ
て
い
る）

（
（

。

　

天
和
三
年
版
（
一
六
八
三
）
の
『
声
明
集
』
に
は
「
報
恩
偈
」
を

剃
髪
受
戒
の
時
に
唱
え
る
と
記
し
て
い
る
。

　

大
正
一
三
年
版
（
一
九
二
四
）『
浄
土
宗
法
要
集
』
の
宗
定
法
要

式
差
定
に
は
、
得
度
式
の
項
に
「
又
剃
度
式
と
も
い
ふ
」
と
あ
り
、

広
式
と
略
式
の
式
次
第
を
記
し
て
い
る）

（
（

。
こ
の
広
式
が
得
度
式
に
相

当
し
、
新
発
意
辞
親
（
辞
親
・
次
座
土
神
・
次
国
王
）
と
あ
り
、
明

記
し
て
い
な
い
が
報
恩
偈
を
唱
え
た
と
思
わ
れ
る
。
略
式
は
剃
度
式

に
相
当
し
、「
請
師
、
和
尚
告
白
、
説
偈
剃
髪
、
洒
水
灌
頂
、
授
与

袈
裟
、
開
導
説
相
、
授
与
三
帰
、
授
与
五
戒
、
授
与
取
名
度
牒
、
授

与
聖
典
及
日
課
数
珠
」
と
あ
り
、
説
偈
剃
髪
で
報
恩
偈
を
唱
え
て
い

る
。
現
行
の
剃
度
式
と
の
違
い
は
、
五
戒
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
授
戒
会
の
正
授
戒
で
は
、
三
帰
・
三
聚
浄
戒
・
十
善
戒
か
ら
な

り
、
五
戒
を
説
い
て
い
な
い
。
授
戒
会
の
剃
度
式
で
は
五
戒
を
説
示

し
た
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

剃
度
式
を
勤
め
る
に
際
し
て
、
こ
の
報
恩
偈
を
ど
の
よ
う
に
表
現

し
た
ら
よ
い
か
と
苦
慮
し
た
。
滋
賀
教
区
遠
忌
局
『
結
縁
五
重
相

伝
』（
昭
和
三
三
年
）
は
、「
三
界
の
中
に
流
転
し
て
恩
愛
断
つ
こ
と
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能
わ
ず
、
恩
を
棄
て
て
無
為
に
入
る
も
の
、
真
の
報
恩
者
と
な
す
」

と
訓
読
し
て
い
る）

（
（

。
滋
賀
教
区
『
結
縁
五
重
撮
要
』（
昭
和
五
二
年
）

の
作
成
に
当
た
っ
て
報
恩
偈
を
削
除
し
、「
開
導
」
で
そ
の
趣
旨
を

述
べ
る
の
み
で
復
唱
も
し
な
い
形
式
と
し
た）

（
（

。
道
宣
の
出
家
式
始
め

『
法
要
集
』
は
剃
髪
し
て
か
ら
三
帰
な
ど
を
行
う
。
し
か
し
、
こ
の

『
結
縁
五
重
撮
要
』
は
懺
悔
・
三
帰
三
竟
し
て
か
ら
落
髪
被
衣
を
行

う
と
い
う
独
自
の
形
式
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
従
来
の
音
読
と
訓
読

で
な
く
、
耳
か
ら
聞
い
て
そ
の
偈
文
の
意
味
を
分
か
り
や
す
く
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
意
訳
し
た
「
報
恩
偈
」
は
出
家
者
の
た
め
の
偈
文

で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
檀
信
徒
の
式
と
齟
齬
が
生

じ
る
の
で
、
こ
れ
を
省
略
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
た
の
が
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
あ
る
。『
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
葬
儀
規
範
勤
式
集
』（
昭
和
六
一
年
）
は
、
帰
敬

式
と
葬
儀
の
際
に
「
流
転
三
界
中
」
の
文
を
排
し
て
、「
其
仏
本
願

力
」
の
文
を
用
い
る
よ
う
に
規
定
し
た
。「
臨
終
勤
行
」
で
「『
お
か

み
そ
り
』
を
す
る
と
き
は
、
三
帰
依
文
を
唱
え
な
が
ら
剃
刀
を
三
度

あ
て
、
終
わ
っ
て
『
其
仏
本
願
力
』
の
偈
文
を
唱
え
る
と
」
記
し
て

い
る）

（
（

。『
和
語
燈
録
』
に
は
、
玄
通
が
閻
魔
大
王
の
前
で
罪
を
調
べ

ら
れ
た
と
き
に
「
其
仏
本
願
力
」
を
誦
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
赦

さ
れ
た
説
話
が
あ
る）

（
（

。
信
楽
峻
麿
師
は
「
破
地
獄
の
文
」
と
称
さ
れ

て
い
る
「
其
仏
本
願
力
」
の
文
を
用
い
る
べ
き
で
な
い
と
説
い
て
い

る
）
（
（

。
昭
和
一
四
年
版
『
浄
土
宗
法
要
集
』
の
枕
経
で
は
、
聞
名
得
益

偈
を
回
向
文
と
し
て
唱
え
て
い
た
。
玄
通
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
平
成
版
に
至
っ
て
降
魔
偈
に
変
更
さ
れ
て
い
る）

10
（

。

　
『
結
縁
五
重
撮
要
』
が
報
恩
偈
を
削
除
し
た
こ
と
は
、
出
家
式
の

作
法
か
ら
檀
信
徒
の
入
門
儀
礼
で
あ
る
剃
度
式
に
変
更
す
る
た
め
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
私
が
勤
め
た
剃
度
式
で
は
次
の
よ
う
に
し
た
。

「
悩
み
多
き
世
に
流
さ
れ
て
、
こ
の
世
の
し
が
ら
み
断
ち
難
し
。
み

仏
の
お
弟
子
と
し
て
真
の
道
を
歩
む
こ
そ
、
真
実
の
恩
に
報
い
る
も

の
な
り
。
親
子
の
縁
、
夫
婦
の
縁
、
さ
ら
に
み
仏
と
の
縁
を
大
切
に

し
、
今
日
よ
り
み
仏
の
お
弟
子
と
し
て
、
い
き
ゆ
く
こ
と
を
願
う
も

の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
御
恩
追
恩
に
報
い
る
最
大
の
道
で
す
」。

　

真
の
信
仰
生
活
に
入
る
と
い
う
誓
約
す
る
意
味
で
報
恩
偈
を
音
読

で
復
唱
し
た
。
報
恩
偈
は
出
家
式
と
い
う
よ
り
も
仏
門
入
門
の
誓
約

と
い
う
意
味
で
唱
え
る
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
枕
経
で
故
人
に

報
恩
偈
を
唱
え
て
い
る
も
の
の
、
剃
度
式
で
報
恩
偈
を
省
略
す
る
こ

と
は
、
そ
の
整
合
性
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

剃
度
式
の
懺
悔

『
行
事
鈔
』
の
出
家
式
は
懺
悔
を
説
い
て
い
な
い
の
で
、『
法
要
集
』
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の
得
度
式
と
剃
度
式
に
も
懺
悔
を
記
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
懺
悔

の
場
を
法
要
立
て
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

正
伝
法
に
先
立
っ
て
懺
悔
を
す
る
「
懺
悔
式
」
を
考
案
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
要
偈
道
場
で
は
「
無
始
以
来
無
量
罪
」
の
文
と
十
念
と
い

う
浄
土
教
的
な
懺
悔
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
懺
悔
式
で
は
通
仏
教
的

懺
悔
を
行
っ
て
区
分
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
的
門
『
信
法
要
決
辨
釈
』

に
は
、「
前
行
中
の
結
願
に
は
懺
悔
式
と
称
し
て
、
又
形
々
敷
厳
飾

し
、
和
尚
登
高
座
に
て
法
事
讃
中
の
十
悪
懺
悔
の
文
を
片
言
交
り
に

訓
読
し
て
羯
磨
せ
り
。
其
不
殊
勝
さ
笑
止
千
万
な
り
」
と
あ
る）

11
（

。
こ

の
懺
悔
式
が
い
つ
成
立
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
序
に
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
と
あ
り
、
的
門
在
世
中
（
一
八
○
八
～
一
八
八

九
）
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
懺
悔
式
は

要
偈
道
場
よ
り
後
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
広
懺
悔
を
読
誦
す
る

こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
、
違
和
感
な
く
訓
読
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
懺
悔
式
は
や
が
て
懺
悔
道
場
・
暗
夜
道
場
・
光
明
道
場
と
な
っ

て
、
口
伝
化
・
伝
法
化
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

剃
度
式
に
は
懺
悔
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
椎
尾
弁
匡
『
授

戒
』
と
滋
賀
教
区
教
務
所
『
結
縁
五
重
相
伝
撮
要
』
な
ど
の
剃
度
式

に
は
懺
悔
偈
を
復
唱
し
て
い
る）

1（
（

。
こ
れ
ら
の
書
は
影
響
力
が
多
大
で

あ
る
か
ら
、
剃
度
式
で
多
く
の
和
上
が
懺
悔
偈
を
復
唱
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
授
戒
会
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。『
授
菩
薩
戒

儀
』
に
は
黒
谷
古
本
と
新
本
と
が
あ
る
。
黒
谷
古
本
は
懺
悔
偈
を
記

し
て
い
る
。
新
本
に
は
懺
悔
偈
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
教
師
が
受

者
に
代
っ
て
懺
悔
す
る
作
法
で
「
弟
子
、
懺
悔
を
披
陳
す
」
と
あ
る）

1（
（

。

放
生
会
で
鳥
魚
に
代
わ
っ
て
懺
悔
す
る
「
求
哀
懺
悔
」
と
い
う
儀
礼

を
し
て
い
る
の
み
で
、
受
者
が
懺
悔
偈
を
唱
え
る
積
極
的
儀
礼
を
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、『
結
縁
授
戒
講
話
』
は
黒
谷
古
本
で
な
く
新

本
に
依
る
べ
き
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
谷
古
本
に
則
り

懺
悔
偈
を
複
唱
し
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
剃
度
式
と
正
授
戒
に
は

懺
悔
偈
を
唱
え
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
懺
悔
偈
の
復
唱
は
、
訓
読
ま
た
は
音
読
で
す
る
か
の
選

択
問
題
に
な
る
。
勧
誡
の
と
き
に
は
、「
勧
誡
の
し
お
り
」
に
懺
悔

偈
を
掲
載
し
て
、
音
読
と
訓
読
を
し
て
か
ら
、
そ
の
意
味
を
説
明
す

る
。
井
上
ひ
さ
し
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
む
ず
か
し
い
こ
と
を

や
さ
し
く
、
や
さ
し
い
こ
と
を
ふ
か
く
、
ふ
か
い
こ
と
を
お
も
し
ろ

く
」
と
い
う
よ
う
に
勧
誡
す
べ
き
で
あ
る
。
剃
度
式
の
と
き
に
は
、

和
上
が
分
か
り
や
す
い
意
訳
を
重
々
し
く
述
べ
て
、
音
読
で
復
唱
す

る
。
音
読
は
荘
厳
的
な
儀
式
に
す
る
た
め
で
あ
る）

1（
（

。
も
う
一
点
は
檀

信
徒
が
何
気
な
く
唱
え
て
い
る
懺
悔
偈
の
意
味
を
分
か
ら
し
め
、
改



─ （（（ ─

め
て
日
常
勤
行
式
の
大
切
さ
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。

剃
髪
偈
は
「
断
除
煩
悩
」
あ
る
い
は
「
永
離
煩
悩
」
か

『
行
事
鈔
』
の
出
家
式
は
剃
髪
偈
を
記
し
て
い
な
い
。
唄
師
は
新
発

意
が
剃
髪
し
て
い
る
間
に
「
出
家
唄
」
を
唱
え
て
い
る
。
す
べ
て
剃

髪
す
る
の
で
は
な
く
、
一
部
の
頂
髪
を
残
し
、
あ
ら
た
め
て
剃
髪
し

て
も
良
い
か
と
尋
ね
て
か
ら
剃
髪
す
る
と
あ
り
、
剃
髪
偈
を
説
い
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
剃
髪
偈
は
『
法
要
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

偈
文
の
他
に
も
う
一
つ
あ
る
。
上
田
見
宥
著
『
結
縁
五
重
勧
誡
』
は
、

「
剃
除
鬚
髪　

当
願
衆
生　

断
除
（
永
離
）
煩
悩　

究
竟
寂
滅
」
と

記
し
て
い
る）

1（
（

。
こ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
唱
え
て
良
い
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
一
つ
は
東
晋
の
仏
駄
跋
陀
羅
訳
の
六
十
華
厳
の
「
断
除
煩

悩
」
の
旧
訳
で
あ
る）

1（
（

。
も
う
一
つ
は
唐
の
実
叉
難
陀
の
八
十
華
厳
の

「
永
離
煩
悩
」
の
新
訳
で
あ
る）

1（
（

。『
法
要
集
』
は
旧
訳
の
「
断
除
煩

悩
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
剃
髪
偈
は
、
得
度
式
・
剃
度
式
・
枕
経

で
も
同
様
に
用
い
て
い
る
。

　

私
が
勤
め
た
剃
度
式
で
は
、『
法
要
集
』
の
「
断
除
煩
悩
」
を
敢

え
て
用
い
ず
、「
永
離
煩
悩
」
の
新
訳
を
用
い
た
。
そ
の
理
由
の
ひ

と
つ
は
、
法
名
選
字
の
「
三
選
三
除
の
法
」
に
よ
る
音
の
響
き
の
良

い
「
音
韻
調
和
法
」
に
依
っ
た
。「
煩
悩
を
断
ち
除
く
」
で
は
な
く
、

「
男
女
の
煩
悩
」
と
聞
こ
え
て
し
ま
う
方
が
不
謹
慎
と
思
う
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
浄
土
宗
的
表
現
と
し
て
は
、「
不
断
煩
悩
得
涅

槃
」
と
い
う
よ
う
に
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
の
で
、「
永
く
煩
悩

を
離
れ
て
」
と
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
和
上
が
受
者
の
一

人
ず
つ
頭
上
に
剃
刀
を
当
て
る
と
き
は
、「
永
離
煩
悩
」
と
唱
え
る

方
が
荘
厳
裡
に
勤
め
ら
れ
る
。
巡
剃
す
る
と
き
は
、「
断
除
煩
悩
」

と
唱
え
る
よ
り
も
、
剃
刀
を
頭
上
に
あ
て
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

称
え
た
方
が
よ
り
浄
土
宗
的
儀
礼
と
な
る
。
枕
経
の
剃
度
作
法
の
と

き
も
同
様
の
偈
文
を
唱
え
る
べ
き
で
あ
る
。

得
度
の
度
牒

　

得
度
式
は
僧
侶
と
な
る
べ
き
新
発
意
に
得
度
し
た
証
と
し
て
度
牒

を
授
け
て
い
る
。
剃
度
式
に
は
「
授
与
度
牒
」
と
あ
る
の
で
、
得
度

式
と
同
じ
度
牒
を
授
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
に
二
文
字

の
法
名
を
授
与
す
る
寺
院
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
度
牒
に
は
善
導

大
師
の
真
の
仏
弟
子
と
な
っ
た
証
の
文
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
『
観

経
疏
』
に
は
、「
仰
ぎ
願
わ
く
は
、
こ
れ
よ
り
心
を
ひ
と
す
じ
に
し

て
、
た
だ
た
だ
み
仏
の
言
葉
を
信
じ
て
、
み
教
え
の
ま
ま
に
勤
め
。

（
中
略
）
こ
の
お
念
仏
す
る
人
こ
そ
、
釈
迦
如
来
の
み
教
え
に
随
い
、

諸
仏
の
お
ぼ
し
め
に
随
い
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
誓
い
に
か
な
う
も
の
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で
あ
り
、
こ
れ
を
真
の
仏
弟
子
と
名
ず
く
」
と
あ
る）

1（
（

。
剃
度
式
の
作

法
は
、
通
仏
教
の
懺
悔
・
三
帰
三
竟
で
あ
り
、
通
仏
教
の
仏
弟
子
で

あ
る
。
五
重
相
伝
の
正
伝
法
に
依
っ
て
念
仏
者
と
な
り
、
真
の
仏
弟

子
と
な
る
。
本
来
の
度
牒
の
意
味
を
考
え
、『
観
経
疏
』
の
文
を
味

読
し
た
う
え
で
、
度
牒
を
授
与
す
べ
き
か
を
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
真
の
仏
弟
子
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
意
を
込
め
た
も
の
と
解
釈

す
る
か
、
あ
る
い
は
度
牒
の
文
章
を
変
更
す
る
か
で
あ
る）

（0
（

。

結
び
に
か
え
て

　

剃
度
式
は
、
五
重
相
伝
ま
た
は
授
戒
会
の
最
初
の
儀
式
で
あ
る
。

伝
灯
師
と
し
て
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
わ
か

り
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
い
こ
と
を
あ
り
が
た
く
」
を
心
が
け
た
。

本
来
の
報
恩
偈
の
意
味
か
ら
意
訳
へ
と
展
開
し
、『
法
要
集
』
と

「
新
本
」
の
記
述
と
現
場
で
の
懺
悔
作
法
と
の
相
違
を
指
摘
し
た
。

先
賢
の
言
わ
れ
た
通
り
に
実
践
す
る
の
み
で
、
儀
礼
の
意
味
を
問
い

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
声
明
・
威
儀
な
ど
の
実
技
実
践
の
み

で
な
く
、
型
と
精
神
を
学
際
的
に
考
察
す
る
法
式
学
を
確
立
す
る
こ

と
が
急
務
で
あ
る
。

1　
『
浄
土
宗
法
要
集
』
上
巻
、
得
度
式
・
一
五
九
、
剃
度
式
・
一
六
七
、
枕

経
・
二
一
七
。

（　

正
蔵
四
○
・
一
一
三
七
A
二
四
。
た
だ
し
、「
恩
愛
不
能
脱
」
と
あ
る
。

（　

正
蔵
四
○
・
八
四
A
九
。

（　
『
浄
土
宗
法
要
儀
式
大
観
』
第
二
篇
・
第
二
節
・
宗
定
法
要
式
差
定
・
五

六
。
特
殊
法
要
式
で
は
「
剃
度
略
式
」
と
「
出
家
剃
度
式
」
の
得
度
式
を
あ

げ
、
共
に
報
恩
偈
を
記
し
て
い
る
。
特
殊
法
要
式
差
定
・
九
六
。

（　
『
結
縁
五
重
相
伝
』 

五
九
。
報
恩
偈
を
訓
読
し
て
か
ら
音
読
し
て
い
る
。

（　
『
結
縁
五
重
撮
要
』
四
。
開
導
「
日
々
私
を
生
か
し
、
育
て
、
導
い
て
下

さ
っ
た
社
会
の
恩
徳
、
天
地
の
め
ぐ
み
、
一
切
の
三
宝
に
心
か
ら
感
謝
せ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
意
訳
し
て
い
る
。

（　

同
書
一
五
。
帰
敬
式
は
生
前
に
受
式
す
る
の
が
原
則
と
し
、
受
式
し
て
い

な
い
場
合
は
、「
お
か
み
そ
り
」
を
し
て
法
名
を
授
け
る
と
あ
る
。
臨
終
勤

行
は
、
報
恩
偈
と
剃
髪
偈
を
唱
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
剃
髪
中
に
三
帰
依
文

を
唱
え
て
い
る
。

（　

浄
全
九
・
四
七
一
B
一
六
。

（　

信
楽
峻
麿
「
再
び
本
願
寺
教
団
当
局
を
た
だ
す
」
中
外
日
報
・
二
○
○
○

年
八
月
二
二
日

10　

昭
和
一
四
年
版
『
浄
土
宗
法
要
集
』
二
四
四
。「
誦
経
・
聞
名
得
益
偈
・

十
念
」
と
あ
る
。
平
成
二
年
三
月
版
『
浄
土
宗
法
要
集
』
一
四
九
。「
誦

経
・
発
願
文
・
摂
益
文
・
念
仏
一
会
・
回
向
文
（
降
魔
偈
）・
回
向
・
十
念
」

に
改
訂
さ
れ
た
。
昭
和
年
版
で
は
誦
経
し
て
回
向
し
て
い
た
が
、
平
成
版
で

は
誦
経
後
に
回
向
を
行
わ
ず
、
総
回
向
偈
の
代
わ
り
に
降
魔
偈
を
唱
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
葬
儀
式
で
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
「
共
に
往

生
を
願
う
」
文
を
削
除
し
た
こ
と
に
な
る
。

11　
『
的
門
上
人
全
集
』
二
巻
一
、『
浄
土
宗
選
集
』
八
巻
。『
法
事
讃
』
で
は

な
く
『
往
生
礼
讃
』
で
あ
る
。

1（　
『
授
戒
』
増
上
寺
・
昭
和
三
五
年
・
一
二
八
。『
結
縁
五
重
撮
要
』
九
。

1（　
『
昭
和
新
訂　

三
巻
書
並
授
菩
薩
戒
儀
』
知
恩
院
・
昭
和
六
一
年
。「
黒
谷
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古
本
」
六
。「
新
本
」
二
八
。

1（　
『
結
縁
授
戒
講
話
』
浄
土
宗
宗
務
庁
・
昭
和
五
六
年
・
九
三
。「
古
本
戒
儀

は
、
鎌
倉
時
代
よ
り
江
戸
時
代
の
中
期
頃
ま
で
、
浄
土
宗
の
授
戒
に
使
用
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
新
本
戒
儀
と
い
う
も
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
期

以
後
、
今
日
ま
で
浄
土
宗
の
戒
儀
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

と
あ
る
が
、
増
上
寺
で
は
黒
谷
古
本
に
よ
っ
て
現
在
も
勤
め
て
い
る
。
戒
脈

の
巻
物
の
な
か
の
「
許
可
」
の
文
に
は
黒
谷
古
本
に
依
る
と
記
し
て
い
る
。

同
書
・
九
六
に
は
、「
法
然
上
人
の
新
本
戒
儀
で
は
、『
我
昔
所
造
諸
悪
業

（
以
下
略
）』
の
文
を
唱
え
て
作
法
を
す
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
新
本
は

求
哀
懺
悔
で
あ
っ
て
、
懺
悔
偈
を
記
し
て
い
な
い
。

1（　

声
明
の
技
法
は
正
伝
法
な
ど
の
口
弁
・
布
教
法
に
通
じ
る
。
一
分
間
に
話

す
適
切
な
文
字
数
は
三
百
文
字
程
度
と
い
う
。
重
み
の
あ
る
声
で
話
す
に
は

「
間
」
が
必
要
で
あ
る
。
早
口
な
人
は
句
読
点
の
他
に
ス
ラ
ッ
シ
ュ
を
つ
け

て
、
速
読
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
読
点
の
と
こ
ろ
は
「
切
り
切
ら
ず
」

と
い
う
発
声
法
に
よ
っ
て
、
息
を
吸
わ
な
い
が
一
瞬
の
「
間
」
を
作
る
た
め

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
あ
る
。
ま
た
、
口
か
ら
ス
ッ
と
息
を
吸
う
方
法
も
あ
る
。

句
点
の
と
こ
ろ
は
鼻
か
ら
ゆ
っ
く
り
吸
う
。
こ
れ
ら
は
声
明
の
技
法
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
活
か
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

近
年
、
表
白
・
香
語
な
ど
は
日
常
の
読
み
方
で
捧
読
し
て
い
る
。
誦
経
の

よ
う
に
母
音
を
長
く
発
声
す
る
「
お
経
読
み
」
が
荘
厳
的
で
あ
る
。
文
章
の

終
わ
り
の
箇
所
は
「
一
枚
起
請
文
」
の
よ
う
な
節
を
つ
け
て
唱
え
る
べ
き
で

あ
る
。
例
え
ば
、
報
恩
偈
の
訓
読
の
文
章
を
奉
読
す
る
と
き
は
「
お
経
読

み
」
を
す
る
。
口
弁
で
は
少
し
ゆ
っ
く
り
目
に
話
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
原

稿
を
作
成
す
る
場
合
は
、
耳
で
聞
い
て
わ
か
る
よ
う
な
短
い
文
章
に
す
る
こ

と
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
。

1（　
『
結
縁
五
重
勧
誡
』
九
四
。
正
蔵
九
・
四
三
○
C
二
三
。

1（　

正
蔵
九
・
四
三
○
C
二
三
。

1（　

正
蔵
一
○
・
七
○
A
二
五
。
曹
洞
宗
も
こ
の
偈
文
を
用
い
て
い
る
。

1（　

服
部
英
淳
『
現
代
語
訳　

選
択
集
』
大
東
出
版
・
昭
和
五
五
年
・
九
九
。

（0　

度
牒
の
試
案
「
帰
依
三
宝
為
先　

三
宝
者
仏
法
僧　

帰
依
仏
法
明
生　

帰

依
法
宝
正
生　

帰
依
僧
宝
和
生　

従
今
日
以
後
者　

称
三
宝
為
師
匠　

不
帰

依
余
教
道
」。
度
牒
の
文
は
漢
文
体
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
た
。「
仏

（
宝
）
に
帰
依
し
て
、
明
る
く
生
き
ん
」
と
い
う
三
帰
依
文
を
漢
文
体
に
し

た
。



─ （（（ ─

一
、
序

　

私
の
寺
で
は
、
浄
土
宗
の
宗
定
に
よ
る
吉
水
流
の
詠
唱
が
始
め
ら

れ
た
時
か
ら
、「
極
楽
寺
詠
唱
会
」
を
結
成
し
た
。

　

そ
し
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
講
員
は
、
毎
月
二
回
ほ
ど
、
寺
に

来
て
、
練
習
に
励
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
御
忌
、
施
餓
鬼
会
、
十
夜

な
ど
の
法
会
に
は
も
ち
ろ
ん
お
唱
え
し
、
他
に
議
員
の
家
族
で
亡
く

な
っ
た
時
な
ど
通
夜
に
行
き
、
詠
唱
を
お
唱
え
し
て
い
る
。

　

他
に
私
の
寺
で
は
、
明
治
時
代
の
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
？
、
檀
家
を

十
二
等
分
し
て
各
地
域
ご
と
に
十
二
の
組
を
作
り
「
お
と
う
ま
え
」

と
称
し
て
、
法
然
上
人
の
月
命
日
に
、
午
前
の
御
忌
法
要
の
時
、
詠

唱
を
お
唱
え
す
る
組
も
二
、
三
組
あ
る
。
そ
し
て
、
法
要
後
は
、
昼

の
会
食
を
し
、
親
し
く
懇
談
を
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
お
と

う
ま
え
」
は
、
寺
族
と
檀
信
徒
と
の
交
流
の
い
い
機
会
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
会
食
の
前
に
は
、
梵
鐘
を
三
つ
撞
き
、
そ
れ
を
合
図
に
、

皆
で
「
世
界
の
平
和
を
祈
っ
て
、
併
せ
て
東
日
本
大
震
災
の
物
故
者

の
ご
冥
福
を
祈
っ
て
」
十
念
を
唱
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
岩
手
教
区
の
秋
の
詠
唱
奉
納
大
会
に
は
、
い
つ
も
講
員

は
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
増
上
寺
の
四
月
の
御
忌
の
詠
唱
大
会
に

も
時
々
参
加
し
て
い
る
。

　

極
楽
寺
詠
唱
会
の
講
員
数
は
、
以
前
に
三
十
人
を
越
え
た
時
も
あ

っ
た
が
、
今
で
は
二
十
人
ほ
ど
に
減
り
、
新
し
く
加
入
す
る
人
は
ご

く
僅
か
な
の
で
、
大
変
困
っ
て
い
る
。

　

何
し
ろ
、
若
い
人
た
ち
は
、
コ
ー
ラ
ス
の
会
に
入
っ
て
も
、
寺
の

詠
唱
会
に
は
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。
講
員
は
男
性
が
三
人
、
他
は
皆

女
性
で
あ
る
。

二
、
吉
水
講
の
詠
唱
会
に
加
入
し
な
い
地
区

　

と
こ
ろ
で
、
寺
か
ら
十
二
キ
ロ
程
離
れ
て
い
る
Ｋ
地
区
（
と
う
ま

え
も
Ｋ
組
）
に
は
、
三
十
戸
ほ
ど
の
家
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
九
割

地
域
に
伝
わ
り
今
も
詠
わ
れ
て
い
る
御
詠
歌

吉　

田　

祐　

倫



─ （（0 ─

は
私
の
寺
の
お
檀
家
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
地
区
の
方
た
ち
は
、「
極
楽
寺
詠
唱
会
」
に
は
入

ら
な
い
の
で
、
昔
の
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
の
お
唱
え
や
練
習
に

励
ん
で
い
る
の
だ
。

三
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌

　

こ
の
御
詠
歌
の
指
導
者
の
Ｓ
子
さ
ん
は
、
極
楽
寺
総
代
の
奥
様
で
、

い
つ
も
寺
の
十
夜
や
お
と
う
ま
え
な
ど
の
法
要
に
は
、
寺
に
お
参
り

に
来
て
、
手
伝
い
な
ど
お
世
話
し
て
い
る
。

　

Ｓ
子
さ
ん
の
趣
味
は
、「
絵
手
紙
」
で
、
色
を
塗
っ
て
美
し
く
書

く
こ
と
が
好
き
な
そ
う
で
、
二
、
三
年
前
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
本
を

出
版
さ
れ
た
。
ま
た
、
家
が
農
家
な
の
で
、
全
国
の
雑
誌
「
家
の

光
」
に
取
材
さ
れ
、
雑
誌
に
載
っ
た
と
言
っ
て
、
私
に
見
せ
て
く
れ

た
。
時
々
、
岩
手
県
の
日
刊
新
聞
の
「
岩
手
日
報
」
に
も
載
っ
て
い

る
。四

、
古
く
か
ら
の
御
詠
歌
を
唱
え
る
場

　

こ
の
Ｋ
地
区
で
は
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
毎
年
、
春

の
彼
岸
（
三
月
二
十
日
）
と
夏
の
お
盆
（
八
月
二
十
日
）
に
、
各
自
、

自
分
の
家
の
仏
壇
の
先
祖
代
々
の
位
牌
を
持
っ
て
、
Ｋ
地
区
の
公
民

館
に
集
ま
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
位
牌
の
持
ち
運
び
は
よ
く
な
い
と
話
し
て
き
た
が
。
す
る

と
、
和
尚
さ
ん
が
棚
経
に
一
軒
一
軒
歩
く
の
は
大
変
で
し
ょ
う
か
ら
。

と
言
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
か
ら
、
そ
の

後
、
大
き
な
数
珠
を
回
し
て
、
先
祖
代
々
の
「
百
万
遍
の
念
仏
供

養
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
百
万
遍
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
遅
念
仏

が
二
十
編
と
早
念
仏
が
十
三
遍
で
計
三
十
三
遍
で
あ
る
。
そ
の
時
間

は
、
三
十
分
近
く
か
か
る
。

　

な
お
、
Ｋ
地
区
で
は
、
地
区
で
亡
く
な
っ
た
人
の
葬
式
の
後
、
葬

祭
所
の
部
屋
を
借
り
て
、
こ
の
百
万
遍
の
数
珠
回
し
を
い
つ
も
行
う

の
で
あ
る
。

　

春
の
彼
岸
と
お
盆
の
二
回
、
い
つ
も
公
民
館
に
私
が
招
か
れ
、
そ

の
取
り
持
ち
を
し
、
最
後
の
各
家
先
祖
代
々
の
供
養
の
御
回
願
を
唱

え
て
い
る
。

　

な
お
、
数
珠
を
回
し
な
が
ら
唱
え
る
念
仏
は
、「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
」
で
は
な
く
、
浄
土
真
宗
の
よ
う
に
、「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ　

ナ
ン

マ
ン
ダ
ブ　

～
」
と
、
お
唱
え
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
念
仏
供
養
が
終
わ
る
と
、
私
は
連
絡
と
、
十
五
分
ほ
ど
の
短

い
法
話
を
し
て
、
彼
岸
や
お
盆
の
棚
経
に
行
く
の
で
、
す
ぐ
公
民
館
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を
立
ち
去
る
。
そ
の
地
区
の
集
ま
っ
た
人
た
ち
は
、
昼
ご
ろ
ま
で
懇

談
を
す
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
会
の
参
加
者
は
、
地
区
の
ほ
と
ん
ど

の
家
か
ら
来
る
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
男
の
人
は
数
人
だ
け
で
、
他

は
皆
女
性
で
あ
る
。

五
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
の
内
容

　

そ
の
御
詠
歌
の
歌
詞
は
五
曲
あ
り
、
次
に
記
す
よ
う
な
言
葉
を
お

唱
え
す
る
。
そ
し
て
、
唱
え
る
順
も
、（
一
）
か
ら
（
五
）
の
順
な

そ
う
で
あ
る
。（
一
）
サ
ン
ゲ
モ
ン
（
懺
悔
）。（
二
）
コ
ロ
ノ
モ
ン

（
香
偈
）。（
三
）
念
仏
。（
四
）
た
ま
の
し
だ
れ
。（
五
）
―
（
総
回

向
偈
）。
か
ら
成
る
。

　
　
　

サ
ン
ゲ
モ
ン

一
、
ガ
シ
ャ
ク　

シ
ョ
ジ
ョ
ウ

シ
ョ
ア
ク
ギ
ョ
ウ　

カ
イ
ユ
ウ
ム
シ
ト
ン
ジ
ン
チ

ジ
ュ
ウ
シ
ン　

ゴ
イ
シ
シ
ョ
シ
ャ
ウ

イ
ッ
サ
イ
カ
ゴ
ン　

カ
イ
サ
ン
ギ

　
　
　

コ
ロ
ノ
モ
ン

二
、
が
ん
が　

し
ん
ぎ
ょ
う
に
よ
こ
う
ろ

が
ん
が
し
ん
き
よ　

づ
え
か

ね
ん
ね
ん　

ぼ
う
じ
ょ

か
え
じ
よ　

こ
う
く
よ
う

じ
つ
ぼ
う　

さ
ん
ぜ
ん
ぶ
つ

　
　
　

念　

仏

三
、
な
⤴
ァ
ァ
ァ
ァ　

む
ゥ
ゥ
ゥ

あ
ァ
ァ
ァ
ー　

み
⤴
ィ
ィ
だ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
。

な
⤴
ァ
ァ
ァ　

む
ゥ
ゥ
ゥ
ゥ
ゥ
。

あ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ　

ア
ア
ア

0

0

0

。

み
⤴
ィ
ィ
ー
。　

だ
⤴
ァ
ァ
ぶ
ゥ
ゥ
つ
ゥ
ゥ
ー

な
⤴
ァ
ァ
む
ゥ
ゥ

⌇
ゥ
ゥ
あ
⤴
ァ
ァ
ー

み
⤵
ミ
ィ
ィ
。
だ
ァ
⤴
ァ
ー
ぶ
ゥ
ゥ
ー

つ
ゥ
ゥ
ー⌇

　
　
　

た
ま
の
し
だ
れ

四
、
ご
ォ
ォ
ォ
ォ　

く
ゥ
ゥ
ゥ　

ら
ァ
ァ
ァ
。

く
ゥ
ゥ　

の
ォ
ォ
ォ
ォ
ォ
。

た
⤴
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
⤴
⤵　

ま
ァ
ァ
ァ
ァ
⤵
。

の
ォ
ォ
ォ
⤴
ォ
ォ
⤵
ォ
ォ　

し
⤴
ィ
ィ
ィ
ィ

だ
⤴
ァ
ァ
ァ　

れ
ェ
ェ
⤴
⤵
ェ　

お
ォ
ォ　

ォ

ま
⤴
ァ
ァ
ァ　

き
ィ
ィ
⤴　

イ
イ
。

あ
⤴
ァ
ァ
ァ　

げ
ェ
ェ
ェ⤵

　

て
ェ
ェ
ェ
。

ね
⤵
ェ
ェ
ェ
ェ

⌇
ぶ
⤵
ゥ
ゥ
ゥ　

つ
ゥ
ゥ
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の
ォ
ォ　

こ
⤴
ォ　

ォ
ォ
ォ
ォ　

ォ
ォ
。

え
⤴
ェ
ェ
ェ
⤵　

お
ォ
ォ
ォ
ォ
。

き
⤴
ィ
ィ　

く
⤴
ゥ
ゥ
ゥ　

ぞ
ォ
ォ
ォ
。

う
ゥ
⤴
ゥ　

れ
⤴
ェ
ェ
ェ
ェ
⤴
⤵
し
ィ⌇
ィ⌇

や
ァ
ァ
ァ
。

五
、
ね
が
わ
く
わ
こ
の
く
ど
く
を
も
っ
て

あ
ま
ね
く
い
っ
さ
い
に
お
よ
ぼ
し

わ
れ
ら
と　

し
じ
ょ
う
と

み
な
と
も
に　

ぶ
つ
ど
う

ち
ょ
う
せ
ん
こ
と

六
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
の
今
後

　

こ
の
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
は
、
Ｓ
子
さ
ん
に
伺
う
と
、
Ｓ
子

さ
ん
が
若
い
頃
、
母
親
か
ら
聞
い
て
教
わ
り
覚
え
た
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
頃
は
、
中
年
の
Ｓ
子
さ
ん
の
父
親
も
唱
え
て
い
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
Ｓ
子
さ
ん
は
、
お
齢
が
、
今
七
十
代
で
、
農
作
業
も

す
る
ほ
ど
お
元
気
だ
が
、
今
後
そ
の
内
、
指
導
出
来
な
く
な
る
と
、

跡
を
継
ぐ
指
導
者
は
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
残
念
な

が
ら
、
こ
の
古
く
か
ら
伝
わ
る
御
詠
歌
は
消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
Ｓ
子
さ
ん
は
、
話
し
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
極
楽
寺
の
檀
家
に
は
、
浄
土
宗
宗
定
の
吉
水
流
の

詠
唱
だ
け
が
残
る
が
、
こ
の
Ｋ
地
区
か
ら
は
、
距
離
も
遠
い
の
で
、

誰
も
入
会
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
二
十
年
程
の
だ
い
ぶ
昔
に
な
る
が
、
寺
か
ら
数
キ
ロ
程
離

れ
た
Ｈ
地
区
で
は
、
大
和
流
の
御
詠
歌
を
唱
え
て
い
た
。
こ
こ
の
は
、

私
は
指
導
者
が
誰
だ
か
、
記
憶
に
な
い
し
、
講
員
が
ど
れ
く
ら
い
い

た
か
も
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
御
詠
歌
を
や
る
方
が
だ
い
ぶ
お
り
、

通
夜
な
ど
に
お
唱
え
し
て
い
た
の
を
知
っ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
近

く
に
、
総
洞
宗
の
寺
が
あ
り
、
そ
の
寺
の
檀
家
の
人
達
と
極
楽
寺
の

檀
家
の
人
達
と
が
一
緒
に
学
ん
で
い
た
ら
し
い
。

七
、
結
び

　

こ
の
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
の
頃
は
、
若
い
人
達
が
、「
極
楽
寺

御
詠
歌
」
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
、
講
員
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
浄
土
宗
吉
水
講
の
全
国
の
大
き
な
問
題
で
も
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
、
他
の
多
く
の
サ
ー
ク
ル
で
も
、
同
じ
問
題
の
悩
み

な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
少
し
で
も
よ
い
方
法
は
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
を
協
議
す
る
場
や
機
会
も
も
っ
と
多
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

つ
な
が
る
ひ
ろ
が
る

●岩手県　
髙橋節子さん（75）
髙橋さんはご主人の介護生活 38 年。その中で絵手紙をかき続けて、ご自分の
ものを築いている。この画文には人生がこめられている。自費出版の本もまと
めて心の花を咲かせた。（邦夫）

絵
手
紙
の
わ

選
書
／
絵
手
紙
作
家
小
池
邦
夫
・
小
池
恭
子

皆
さ
ん
は
手
が
き
で
自
分
と
い
う
作
物
を

紙
の
畑
に
育
て
て
い
る
。
旬
を
と
ら
え
て
、
じ
っ

と
見
つ
め
て
、
つ
か
ま
え
て
画
文
に
し
て
い
る
。

月
替
わ
り
の
メ
ニ
ュ
ー
を
頂
く
楽
し
さ
。
た
だ
、

発
表
さ
れ
る
ま
で
に
数
か
月
経
つ
。

か
き
た
て
の
鮮
度
が
香
る
。�

　―
小
池
邦
夫
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つ
な
が
る
ひ
ろ
が
る

●岩手県　
髙橋節子さん（75）
髙橋さんはご主人の介護生活 38 年。その中で絵手紙をかき続けて、ご自分の
ものを築いている。この画文には人生がこめられている。自費出版の本もまと
めて心の花を咲かせた。（邦夫）

絵
手
紙
の
わ

選
書
／
絵
手
紙
作
家
小
池
邦
夫
・
小
池
恭
子

皆
さ
ん
は
手
が
き
で
自
分
と
い
う
作
物
を

紙
の
畑
に
育
て
て
い
る
。
旬
を
と
ら
え
て
、
じ
っ

と
見
つ
め
て
、
つ
か
ま
え
て
画
文
に
し
て
い
る
。

月
替
わ
り
の
メ
ニ
ュ
ー
を
頂
く
楽
し
さ
。
た
だ
、

発
表
さ
れ
る
ま
で
に
数
か
月
経
つ
。

か
き
た
て
の
鮮
度
が
香
る
。�
　―
小
池
邦
夫
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■
彙
　
報  

平
成
二
十
八
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
八
年
九
月
十
五
日
・
十
六
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
五
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
六
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
】

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題

―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―

�

大
正
大
学
名
誉
教
授　

宇
高
良
哲

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題

―
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―

　

発
表
者

�

浄
土
宗
教
学
院　

松
永
知
海

�

浄
土
宗
布
教
師
会　

炭
屋
昌
彦

�

浄
土
宗
法
式
教
師
会　

大
澤
亮
我

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

齊
藤
舜
健

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

�

浄
土
宗
教
学
院　

長
谷
川
匡
俊

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
五
日
）

「
廬
山
寺
本
」
口
述
筆
記
説
の
再
検
討

�

春
本
龍
彬

『
三
部
経
大
意
』
に
説
か
れ
る
三
心
に
つ
い
て

�

長
尾
隆
寛

伝
法
絵
研
究　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
間
理
俊

『
選
択
集
』
に
お
け
る
正
雑
二
行
説
に
つ
い
て

�
角
野
玄
樹

時
国
「
怨
む
る
こ
と
な
か
れ
」
の
思
想
的
背
景

�

東
海
林
良
昌

法
然
浄
土
教
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
往
生　

安
達
俊
英

▽
第
一
部
会
（
十
六
日
）

『
広
疑
瑞
決
集
』
に
お
け
る
敬
西
房
信
瑞
の
思
想

�

前
島
信
也

良
忠
上
人
の
御
法
語
に
つ
い
て　
　
　

大
橋
雄
人

聖
光
上
人
『
物
語
集
』
の
復
元
と
聖
光
入
室
期
の

法
然
上
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
嶋
昭
示

蓮
華
谷
明
遍
の
浄
土
教　
　
　
　
　
　

伊
藤
茂
樹

浄
土
宗
に
お
け
る
回
向
思
想　
　
　
　

石
川
琢
道

法
然
「
選
択
証
誠
」
と
「
念
仏
多
善
根
」

�

南　

宏
信

法
然
上
人
の
内
証
外
用
論
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』

に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曽
根
宣
雄

東
大
寺
講
説
「
三
部
経
釈
」
に
お
け
る
三
心
釈
に

つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
田
康
順

『
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
』
の
「
つ
み
」
を
め
ぐ

っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笹
田
教
彰

▽
第
二
部
会
（
十
五
日
）

黒
田
眞
洞
研
究
の
資
料
に
つ
い
て
―
鈴
木
大
拙
以

前
の
江
戸
檀
林
の
教
学
を
背
景
と
す
る
日
本
仏
教

の
欧
米
へ
の
紹
介
と
影
響
―　
　
　
　

鷹
司
誓
榮

説
一
切
有
部
に
お
け
る
不
律
儀
者
の
受
戒
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�

清
水
俊
史

「
劫
」
の
現
代
的
理
解
―�

「
五
劫
」
と
は
何
年

か
？�
―　
　

�

　
　
　

石
田
一
裕

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説
⑦�

（�

自
在
神
へ
の
祈
念
Ⅱ�

）　�

近
藤
辰
巳

浄
土
思
想
を
説
く
〈
華
厳
経
〉
系
統
の
仏
典

�

中
御
門
敬
教

四
十
八
願
に
お
け
る
第
十
一
願
と
第
十
二
願
の
連

続
性
を
求
め
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

袖
山
榮
輝

▽
第
二
部
会
（
十
六
日
）

大
願
業
力
の
思
想　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
法
道

曇
鸞
に
お
け
る
『
往
生
論
』
説
示
の
三
種
二
十
九

句
荘
厳
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
史
孝

唐
代
浄
土
教
に
お
け
る
『
安
楽
集
』
の
受
容
に
つ

い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
山
裕
俊

三
心
と
五
種
正
行　
　
　
　
　
　
　
　

法
澤
賢
祐

善
導
『
観
経
疏
』
所
説
の
正
念
と
来
迎
に
つ
い
て

�

柴
田
泰
山

『
釈
浄
土
群
疑
論
』
と
元
暁
の
著
作
と
の
前
後
関

係
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
尾
光
恵

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
指
方
立
相
浄
土
批

判
に
対
す
る
二
方
向
の
論
駁　
　
　
　

村
上
真
瑞

『
成
実
論
』
の
敦
煌
写
本
に
つ
い
て�

大
屋
正
順

二
巻
本
『
釈
氏
要
覧
』
に
つ
い
て　
　

山
路
芳
範

▽
第
三
部
会
（
十
五
日
）

『
決
定
往
生
集
』
に
お
け
る
「
暫
信
」「
暫
不
信
」

�

服
部
純
啓

永
観
と
辺
地
・
懈
慢
界　
　
　
　
　
　

朝
岡
知
宏

法
然
と
南
都
浄
土
教　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
蒙
光

法
然
思
想
背
景
と
し
て
の
南
都
浄
土
教
②
―
兜

率
・
極
楽
の
問
題
を
中
心
に
―　
　
　

坂
上
雅
翁

『
安
養
集
』
の
引
用
文
献
に
つ
い
て�

工
藤
量
導

『
往
生
要
集
』
と
六
道
絵　

�

和
田
典
善

▽
第
三
部
会
（
十
六
日
）

『
茶
店
問
答
』
と
『
茶
店
物
語
』
に
つ
い
て
―
成

立
年
時
に
関
す
る
一
考
察
―　

�

　

�

星　

俊
明

放
生
会
に
関
す
る
書
籍
に
つ
い
て　
　

八
橋
秀
法

三
条
西
実
隆
の
浄
土
宗
信
仰
―
母
三
三
回
忌
を
中

心
と
し
て
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魚
尾
孝
久

「
三
代
相
承
」
―
西
山
深
草
派
史
料
を
手
が
か
り

に
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
田
勝
美

浄
土
教
寺
院
空
間
の
用
材
に
つ
い
て　

神
居
文
彰

戦
前
の
教
学
院
に
つ
い
て　
　
　
　
　

吉
田
淳
雄

浄
土
宗
宗
綱
第
三
章
浄
土
門
主
及
び
法
主
に
つ
い

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
良
光

冬
の
御
詠
歌
―
罪
は
大
地�

念
仏
は
雪
―

�

石
田
孝
信

厚
木
市
史
に
見
る
隆
寛
律
師
と
徳
本
上
人

�

宮
澤
正
順

▽
第
四
部
会
（
十
五
日
）

お
念
仏
と
戒
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　

中
川
正
業

安
楽
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
つ
い
て
―
慶
派
三
尺

立
像
の
新
出
資
料
―　
　
　
　
　
　
　

藤
田
直
信

伊
勢
の
廃
仏
毀
釈�

什
物
の
流
れ�

大
泉
寺
涅
槃
図

に
つ
い
て�

　
　
　
　

�

堤　

康
雄

他
宗
に
お
け
る
布
教
師
の
心
得
①
―
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
真
法

他
宗
に
お
け
る
布
教
師
の
心
得
②
―
日
蓮
宗
―

�

八
木
英
哉

他
宗
に
お
け
る
布
教
師
の
心
得
③
―
曹
洞
宗
―

�

宮
入
良
光

▽
第
四
部
会
（
十
六
日
）

蝦
夷
三
官
寺
と
し
て
の
有
珠
善
光
寺
と
ア
イ
ヌ
語

の
一
枚
起
請
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
立
大
成

往
生
浄
土
宗
の
教
誡
師
と
し
て　
　
　

小
熊
良
悦

神
奈
川
教
区
青
年
会
の
『
寺
集
（�

て
ら
つ
ど
）』

に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
慈
通

極
楽
寺
所
蔵
「
元
祖
大
師
御
絵
傳
十
二
幅
」
に
つ

い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
花
兼
英

地
域
の
活
動
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と　
　

正
木
宏
昇
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熊
本
教
区
布
教
師
会�

会
報�

縁
～
え
に
し
～
に
つ

い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
幸
典

サ
ラ
ナ
親
子
教
室
の
可
能
性
に
つ
い
て

�

井
野
周
隆

地
域
に
伝
わ
り
今
も
詠
わ
れ
て
い
る
御
詠
歌

�

吉
田
祐
倫

祭
文
の
研
究
―
安
居
院
流
説
教
と
芸
能
の
系
譜
―

�

加
藤
善
也

▽
第
五
部
会
（
十
五
日
）

「
て
ら
こ
や
フ
ェ
ス
タ
報
告
書
」
～
ア
ン
ケ
ー
ト

分
析
レ
ポ
ー
ト
～　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
崇
雄

宗
教
性
と
向
社
会
性
―
中
学
生
の
宗
教
知
識
・
体

験
・
意
識
調
査
よ
り
―　
　
　
　
　
　

髙
瀨
顕
功

災
害
支
援
に
お
け
る
寺
院
の
役
割　
　

魚
尾
和
瑛

震
災
被
災
地
に
お
け
る
宗
教
者
と
自
治
体
と
の
連

携　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
知
明

関
東
大
震
災
被
災
者
へ
の
慰
霊
に
つ
い
て

�

名
和
清
隆

病
床
結
縁
の
資
料
づ
く
り
～
病
床
五
重
へ
の
導
入

と
し
て
～　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
雅
彦

▽
第
五
部
会
（
十
六
日
）

絵
師
高
田
敬
輔
と
そ
の
作
品
（�

そ
の
四
）
―
『
無

量
寿
経
曼
荼
羅
』
の
三
毒
段
に
つ
い
て
―

�

林　

竹
人

正
徳
版
『
和
語
灯
録
』
に
つ
い
て　
　

市
川
定
敬

義
山
と
独
湛
の
交
友
に
つ
い
て　
　
　

田
中
芳
道

義
山
の
墨
跡
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　

曽
田
俊
弘

千
葉
県
に
お
け
る
徳
本
行
者
の
巡
化
と
そ
の
影
響

�

石
川
達
也

増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
の
肖
像
彫
刻
と
そ

の
信
仰
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

巖
谷
勝
正

五
十
五
箇
条
伝
目
の
相
伝
次
第
に
つ
い
て

�

曽
和
義
宏

元
文
・
寛
保
・
寛
延
年
間
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の

寺
院
情
勢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
聡
明

増
上
寺
入
寺
帳
に
つ
い
て　
　
　
　
　

伊
藤
真
昭

▽
第
六
部
会
（
十
五
日
）

「
善
導
忌
」
に
於
け
る
行
道
の
一
考
察

�

森
田
康
友

浄
土
宗
法
式
雑
考
（
二
五
）�

放
生
会
独
修
へ
の
試

み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
秀
浩

「
坐
具
」
に
つ
い
て　

�

　
　

坂
上
典
翁

剃
度
式
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

西
城
宗
隆

【
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
】

全
国
の
祐
天
名
号
石
塔
―
名
号
信
仰
の
広
が
り
―

�

巖
谷
勝
正

日
常
勤
行
式
―
江
戸
時
代
よ
り
現
代
ま
で
―

�

赤
尾
弘
顕

殺
生
を
肯
定
す
る
理
論
―
上
座
部
史
書
『
大
史
』

に
お
け
る
聖
典
解
釈
―　
　
　
　
　
　

清
水
俊
史

＊
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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教
論
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は
佛
教
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で
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催
さ
れ
ま
し
た
平
成
二
十
八
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
十
五
日
・

十
六
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
、「
現
代
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
現
状
と
課
題
―
江
戸
時

代
の
浄
土
宗
か
ら
今
学
ぶ
も
の
―
」
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
。

先
生
方
に
は
お
忙
し
い
中
、
講
演
録
を
ご
点
検
頂
き
ま
し
た
こ
と
、
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
研

究
論
文
と
研
究
ノ
ー
ト
の
二
種
の
み
を
掲
載
い
た
し
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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人物であることが推測される。しかしながら、世界を無明が作り上げた幻影だと主張し
たシャンカラの説とは異なっていることも指摘できる。複註 Viv. 作者の推定には、尚詳
細かつ慎重な検討が必要である。

 尚、他の主要な複註である、“Tattava-vaiśāradhī”や “Yogavārttika”においては、
“īśvara”を創造神的に扱う記述は見いだされない。

３）サーンクヤのサットヴァ（純質）論に関する、サーンクヤ・カーリカーおよび、それに
対するガウダパーダ註の記述を、宮元（2008）により紹介しておく。

 「純質は軽快で、照らすものであり」について。純質が優勢であるとき、四肢は軽くな
り、心は輝き、器官は清浄となる。（第 13 頌註）『宮元 p.62』

 神々にあっては、純質が優勢であり、激質（ラジャス）と翳質（タマス）は劣勢である。
だから神々は絶対的に楽の享受者である。（第 16 頌註）『宮元 p.71』

 これら〔功徳・知識・離欲・超能力の〕四者が、心の純質的な形態である。純質によ
って激質と翳質とが圧倒されているとき、人は心の属性である功徳などを手に入れる。

（第 23 頌註）『宮元 p.96』
４）サーンクヤ学派においてプルシャは、プラクリティが転変した世界を観る存在である。

尚、ここまでの Viv. の記述は、自在神の観照者としてのプルシャ的性格について、つ
まり、サーンクヤ哲学の説に比較的沿った形でなされているが、これ以降は、Y.S. や 
Bh. の記述を逸脱し、自在神の創造神的性格に関する解説が述べられる。本稿註２）参
照。

５）これ以降、世界の創造に関する記述が続き、「唯一なるもの（“eka”）」という語は、自
在神の意味で使われている。

６）高層建築の最上階を、下層階を建てずに、そこだけ個別に建てることはできない。
７）自在神の主宰者としての性格が述べられている。
８）テキストでは“yumapacca”となっているが、“yugapacca”として訳した。

　（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	sūtras,	Motilal	Banarsidass	Publishers,	
Delhi,	1992

宮元啓一　『インドの「二元論哲学」を読む』―イーシュヴァラクリシュナ
『サーンキヤ・カーリカー』春秋社　2008 年
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薬などの注意書きと同様に。
　身体と感覚器官は、それらすべての目的を知る唯一なるものを動因つまり原
因として作られている。決定された行為が（来世の）あり方の原因となること
が決まっているから。城郭を支える柱の仕組みなどのように。
　また、決まった目的に沿って作られているから、それと同様である。
　感覚器官も同様である。道具であるから。斧が木を切るものであるのと同様
に。
　すべてものも同様である。行為の結果が（次のあり方の）原因であり、（結
果を）享受する者（の姿）が目的であり、また、（それによって）享受するこ
とが完成するから。壺などのように。生起することにおいても、それらは原因
である。
　同様に、適当な大きさであり、無数の破壊の原因と関係しており、享受する
場であり、つまり行為の結果が完成した姿形などをもっており、盛り上がって
いるとか、へこんでいるとか、満たされているとか、不足しているとか、やけ
ているとか、裂けているとか無数の箇所があるから、大地は壊れやすい。身体
などの壊れやすいものは、地などの元素である。互いに破壊し合う能力を持っ
ているから。剣や人間などのように。同様に、（それらは）相反し、また、人
間は敵対し合うから。
　空（元素）は、生じたり、滅したりする性質をもつ。明らかに（他の存在
を）助けるものであるから。
　また、壺などのように。外界のものは、感覚器官によって認識される性質を
もっているから。
　以上のことによって、卓越した能力と知識と自在力をもつものが、最高の自
在神であることが証明された。

「訳注」
１）直前の Y.S.1―24 の「煩悩・業・果報の蓄積と無関係な、特殊なプルシャが自在神であ

る。」という記述を指す。
２）Y.S.1―24 までの Viv. は、比較的サーンクヤ説に沿った形で付せられているが、Y.S.1―25

に対するは Viv. の解説は趣がかなり異なっている。サーンクヤ哲学は二元論による展開
説を採り、基本的には創造的な神は認めない。しかし、この箇所の Viv. は、創造神を認
めるヴェーダーンタ学派の一元論に基づく解説がなされており、Viv. の作者が同学派の



─ 13─

きない場合にという（先の反論の）前提は根拠のないことであることは明らか
である。
　また、すべてのものに結びつく心には、物質的な障害は存在しない。正に虚
空（に障害がないの）と同様に。
　対象が確定していないから、顕現したものや消滅したものに関する記憶や思
考が確定しないが、対象を明らかにすることによって、その働きが確認される
から。太陽の光（が照らし出すと事物が明らかになるの）と同様に。
　心のサットヴァは、煩悩などの障害によって覆われることは無い。（煩悩な
どの）それは不正などと結びついているから。すべてに遍満するものであれ、
すべてを目的とするものであれサットヴァは、不正などの障害を滅する、とい
う自らの積極的な役割をもつからである。（そして、それは）感覚器官などを
通り道としてあらわれる。たとえば、布などで覆われているランプは、その覆
いにある穴などを通して、多くの光を放つ。まさに、その同じランプは、布な
どの覆いを破れば、その穴を通さずに、あたりを照らすのと同様である。
　同様に、自在神のサットヴァは、煩悩などの覆いに結びつくことがないので、
対象が異なるという障害が根拠とならず、同時にすべての対象を認識する。故
に、自らの認識限界を越えているとか、越えていないとかという過失はない。
　保護を必要としている場所などが種々無数に存在するけれども、（自在神は）
すべてを対象とするので、すべての世界に自在神は唯一である。そのような性
格をもつ一つの王国のように。
　同様に、（自在神は）支配を堅固にするための多くの方法を講じたり、互い
に争っている時には、多くの場所を非常に行き辛くしたり、破壊されえないよ
うな強固な身体でも粉砕したりできるから。そのように知られている一つの王
国のように。
　無数の行為者、享受者、行為、目的、結果に関わる違いを知っている者によ
って、種姓や人生の段階などにおいてなすべき行為が教示される。（善い）果
報を求めて、罪をおかすことを恐れる者たちによって、（行為は）行われるか
ら。（その効果を知っている者によって行われる）治療に使われる薬などの処
方と同様に。
　その教えも同様である。教えは他者のためであり、知者によって信奉されて
おり、普通の人は、教えなしには、様々なことを理解することができないから。
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集まっている無数の生き物を主宰者が支配している巨大な球体であるから。そ
れぞれの種族に一つの国があるのと同様に。
　その（世界にある）手段と結果に関わることにもとづくすべてのものは、何
であれ唯一なるものに知覚される。相反するものも協同するもののいずれも、
唯一なるものの（知覚）対象であるから。（勝利という）戦闘の目的（が双方
に共通であるの）と同様に。（また）集められているから。陶工などの（土を
集めて壺を作るという）目的と同様に。以上が（我々ヨーガ学派の）主張であ
る。
　また、すべてが同時に８）唯一なるものに知覚される。無数のものが存在して
いる場合には、互いが関係し合っているからである。関係は無数のものに存在
することがよく知られているのと同様に。
　アグニホートラなどの供儀が行われていれば、必ず（施主である）誰かが見
ている。（施主のために）行われるということが供儀の本質であるから。食べ
ることによって（その人の）空腹がみたされるのと同様に。
　あらゆる力はだれかに知覚される。実体であるから。壺などのように。
　相互に障害がない場合、すべての集合体は、だれかによって常に知覚される。
音などを発するから。長いケーキを（むしゃむしゃ）食べている時の音などの
ように。
　すべてのものは、それぞれ個別に、ある唯一なるものによって、直接的に認
識される。知られるべき性質が求められているから。歌劇で使われる道具のよ
うに。
　すべてのものは、あるもの（つまり自在神）によって障害物なく、直接的に
認識される。無数に存在するものには互いに関係があるから。歌劇に関わる踊
り子などのように。
　すべてを知る者は輪廻から離れる。（そのものに）無知がないから。解脱者
がそうであるように。自在神は煩悩などから離れている。知識に障害がないか
らから。完成したヨーガ行者のように。
　唯一なるものは、煩悩などの障害や無知から離れているので、目などの感覚
器官の働きに依存せずにあらゆるものを対象とする知識が成立する。すべての
ものを認識することができる最高の自在神の心は、すべてにおよび、同時にす
べてのものに結びつくからである。以上の理由により、すべてのものが認識で
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大きくなって空間を満たしてゆくのと同様に、一切知者の種子も最高の極みに
いたることができる。
　集まったものであれ、個別のものであれすべてのものは、唯一なる（自在
神）が認識する。（ものには）所知性があるから。壺などのように。知ること
がプルシャの目的であるからである４）。壺など（を知るの）と同様に。
　世界は作られたものである。部分を有するからである。壺などのように。
　世界は生き物の行為とその目的と結果とを区別して認識できる唯一なるも
の５）によって創造された。それが存在する場所などを創造することは、（複数
の者の手によって）別々にはできないから。高層建築の最上階などのように６）。
　大地は、無数の生き物の役割を区別して認識できる唯一なるものによって創
造された。無数の生き物には役割があるからである。（農夫が）米や大麦など
（を作るの）と同様に。
　大地は、無数の（生き物の）ためになることを知っている唯一なるものによ
って創造された。家などのように。（つまり）無数の生きものの棲み家は、山
や川が組み合わせられており、どうすればそこに棲むものが快適に過ごせるか
を知っている唯一なるものによって適切に創造された。正に、創造する理由を
明らかにしながら。
　太陽は、無数の生き物を照らすことなどが役割であることを知っている唯一
なるものによって創造された。照らすことが本質であるから。ランプなどのよ
うに。
　太陽が昇ったり、沈んだりすることなどの運行によってもたらされる時の区
切りは、その目的を知っている唯一なるものによって創造された。時間を区切
る必要があるから。農耕など（を行う場合）のように。
　太陽・惑星・月・星などの運行は、知性ある唯一なる自在神によって規定さ
れている。でたらめに運行しているようでも、季節が順に廻ってくるから。す
べきことを知っている弟子や使用人が行う仕事のように。
　月の満ち欠けは、月の運行のタイミングを知っている唯一なるものによって、
決定される。時間を区切ることができるから。水時計などのように。
　月は、時間の区切り方を知っている唯一なるものによって創造された。（そ
のものが）満ち欠けを決定するからである。水時計などのように。
　世界には、知性ある唯一なる主宰者７）がいる。（世界は）互いに異なるもが
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　同様に、能力についても、卓越性によって増大してゆき、かの極みに至るの
であり、彼が完全な能力を持つのである。このことによって、（自在神は、）世
界を創造し、維持し、破壊するなどを行う者であることが定義されている２）。
　同様に、自在力も増大してゆき、その極みに至る。（つまり）彼が最高の自
在神になるのである。従って、能力が欠如しているなどの矛盾があるというよ
うな過失はないことが確認された。
　（反対論者が）問う。無知もまた増大し、自ずから極みに至るということが、
かの自在神においても認められるのではないか。
　いや違う。（無知は、）知識と矛盾するからである。つまり、知識と無知は矛
盾するものであり、一か所に（同時に）成立しえないからである。実に、卓越
した知識が存在する場合、そこに無知は存在しないからである。光が増大して
ゆくところでは、闇は必ず減少していく（のと同様である）。
　（反対論者が）逆もいえるのではないか。（と言う。）
　そんなことはない。光があるところには、闇は存在しないからである。闇は
光によって打ち消されることは明らかであり、光が闇によって打ち負かされる
ようなことは決してないからである。
　雨季に、雲によってさえぎられて、太陽が見えない時も、視界が遮られてい
るにすぎない。決して、光が闇によって消されたわけではない。従って、知識
が増しているところには、無知は存在しない。闇にとっての太陽のように。ラ
ジャスとタマスというグナが完全に隠されている時は、常にサットヴァが質量
因（として優勢）であるから３）。
　さらに、真実を対象としていないので、無知は増大してゆかない。知識は、
知らるべきことを対象としているので、（順次に）増大することが認められる。
無知が真実を対象としているならば、それは知識を得ることになる。
　また、例えば、植物などに関して無知を極めたといっても、それは極めたこ
とにはならない。そのことは、まったく知識がないと言っているにすぎない。
また、無知が極まっている時でも、つまり、千もの無知がある時でも、たった
一つの知識によって無知ではなくなる。同様に、無知に向うことは、無数に生
じた知識によって払拭される。故に、無知が極まるということは全くありえな
い。
　ものが増大してゆけば、いつか極みにいたることが認められる。果実などが
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＊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.57	l.7= テキスト 57 ページの７行目を示す〉
そこには、一切知者の比類なき種子がある。［Y.S.1―25］
〈p.57	l.16〉
　以上のように確認された自在神の定義１）の根拠が次のように説明されてい
る。そこには、一切知者の比類なき種子がある。そこには、つまりすでに確認
された特徴をもつ自在神には、比類なきことが存在すると述べられている。ど
ういうことかというと、直接知覚や推論を根拠として得られた知識は誤りがな
く、過去・未来・現在のもの、あるいは過去などに多くある感覚器官で捉えら
れないものをも対象とする。過去や未来のものは、感覚器官で捉えられないの
で、「感覚器官で捉えられないもの」と述べられている。
　更に、感覚器官で捉えられないものには三種類あって、ごく小さいもの、隠
れているもの、遠く離れているものである。（それらが、）小さくてもと大きく
てもといわれている。
　そのように定義された一切知者の種子は、それが持つ卓越性によって、彼の
中で増大してゆく。火を認識する場合の煙の認識がそうであるように（知識が
確実なものになってゆく）。どのようにかといえば、その至高の極みに到達す
るのである。（さらに）知識は知者に由来するので、彼の中でといわれた。つ
まり、知られる対象を述べて、その知者においてといわれたのである。（以上
のように）彼が一切知者であると定義された。

Yoga-sūtra	Bhās
4

ya	Vivaran
4

a 試訳（第 1章 25―1）

近　藤　辰　巳
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［2015j］	 	「説一切有部における別解脱律儀の構造」,	『東海佛教』60,	pp.	47―62.
平川彰
1―17	 『平川彰著作集』全 17 巻 ,	春秋社 ,	1988―2000.

1 ）AKBh. （p. 205.11―14）
2 ）『大毘婆沙論』巻 117 （T27. 607c16―17）
3 ）『心論経』巻 2 （T28. 841b02―04）、『雑心論』巻 3 （T28. 890b16―c03）、『入阿毘達磨論』

巻 1 （T28. 981b08―09）、『大毘婆沙論』巻 117 （T27. 607a24―b11）、AKBh. （p. 221.11―
15）、『順正理論』巻 39 （T29. 563a04―09）、『蔵顕宗論』巻 20 （T29. 872b29―c05）、ADV. 

（pp. 130.21―131.3）
4 ）比丘・比丘尼律儀は、このような世間の生業を辞めて出家することで得られるため、こ

こでの考察の対象とはならない。
5 ）石田一裕［2012：pp. 79.24―80.3］は、この可能性を指摘する。
6 ）『心論経』巻 2 （T28. 841a29―b10）、『雑心論』巻 3 （T28. 891c21―28）、『大毘婆沙論』巻

117 （T27. 607b15―27）、『入阿毘達磨論』巻 1 （T28. 981b20）、AKBh. （p. 222.7―10）、『順
正理論』巻 39 （T29. 564a05―15）、『蔵顕宗論』巻 20 （T29. 873b02―11）、ADV. （p. 131.4
―10）を参照。『甘露味論』と『心論』は何も述べていない。

7 ）AKBh. （p. 222.7―10）
8 ）『甘露味論』巻 1 （T28. 968b20―21）、『心論』巻 1 （T28. 814a16）、『心論経』巻 2 （T28. 

841c25―26）、『雑心論』巻 3 （T28. 892b28―c06）、『大毘婆沙論』巻 117 （T27. 608c18―23）、
『入阿毘達磨論』巻 1 （T28. 981b20―22）、AKBh. （p. 225.3―7）、『順正理論』巻 39 （T29. 
566c14―23）、『蔵顕宗論』巻 21 （T29. 874a15―21）、ADV. （p. 135.3―8）

9 ）両性具有者は、律儀者にも不律儀者にもなれない。清水俊史［2015j］を参照。
10）この（4）「不作の方便」では、新たに律儀を得ることまでは求められていない。
11）無漏律儀を既に得ているものは不律儀者になることはないという意味であろう。
12）『雑心論』巻 3 （T28. 892c03―06）、『大毘婆沙論』巻 117 （T27. 608c20―23）、『順正理論』

巻 39 （T29. 566c20―22）、ADV. （p. 135.7―8）も参照。
13）AKBh. （pp. 207.21―208.2）
14）AKVy. （p. 388.13―14）
15）AKBh. （p. 225.8―10）
16）AKBh. （pp. 238.23―239.2）、AKVy. （p. 401.13―20）
17）清水俊史［2015j］
18）清水俊史［2014e］ ［2015j］を参照。ここでは別解脱律儀が特に問題となる。
19）AKBh. （p. 223.1―8）を参照。この理解の背景には、比丘が淫戒を犯してもしまっても、

それが一度だけならば「与学沙弥」として僧団に残り、阿羅漢になれる可能性を認めら
れていたことが背景にあるのではないか。平川彰［14：pp. 129.3―131.17］を参照。

（本研究は JSPS 科研費（16J05435）の助成による成果である）
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　（2） 不律儀の無表は、表所生であり、不随心転であるから、その得捨の構造
は別解脱律儀と同一であると考えられる。すなわち、不律儀の無表が一
旦生じれば、その後に当人が善心や無記心を起こしても、不善の無表が
常に相続しつづけて“妨善の功能”を与え続けると考えられる。この相
続は不律儀が捨せられるまで続く。

　（3） この不律儀を捨す条件は論書ごとに異なっているが、『倶舎論』に代表
されるカシミール有部説では、「不律儀の原因となる行為を止めること」
は不律儀を捨すための条件としては不十分であると評価され、必ず「律
儀を得ること」が要求される。

　（4） 律儀を捨する条件の中に「不律儀の得」や「犯戒」がない以上、一旦、
律儀を得てしまえば、「学処を棄てる」と宣言しない限り、死没するま
で律儀は捨せられない。したがって、王侯や猟師であっても律儀者とな
ってしまえば、その後に戦争や狩りをしたとしても律儀者のままでいら
れると考えられる。

　したがって、律儀の効力によって不律儀を死没するまで打ち消しておくこと
が可能である。このような律儀と不律儀の非対称性から、仏教に帰依すること
が如何に重大な意義を持っていたのかが窺い知れる。

Abbreviations
 ADV. Abhidharmadīpa-Vibhās

4

āprabhāvr
4

tti - P. S. Jaini （ed.）.
 AKBh. Abhidharmakośa-Bhās

4

ya - P. Pradhan （ed.）.
 AKVy. Abhidharmakośa-vyākhyā - Unrai Wogihara （ed.）.

Bibliography
石田一裕
［2012］	 	「経量部とガンダーラ有部の関係	―不律儀の考察を通して―」,	『仏

教文化学会紀要』21,	pp.	78―102.
清水俊史
［2014e］	 	「説一切有部における随心転の無表　―静慮律儀と無漏律儀の得

捨―」,	『佛教文化研究』58,	pp.	1―21.
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　まず、不律儀が捨せられる原因のうちに「別解脱・静慮律儀の得」があるた
め（本稿第二節を参照）、婆塞律儀・優婆夷律儀が得られれば自動的に不律儀
者ではなくなる。この一方で、律儀が捨せられる原因のなかに、「不律儀の得」
という条目は存在しない 18）。すなわち、律儀を得している者が、その後に不
律儀的行為を為したとしても不律儀者に逆戻りすることはないことになる。別
解脱律儀が捨せられる条件は、（1）「学処の棄捨」、（2） 「死没」、（3）「二形生」、

（4）「断善根」の四つである。したがって、かつて不律儀者であっても一旦律
儀者になってしまえば、学処の棄捨を宣言しない限りは、基本的に死没するま
で、王侯や猟師であり続けながら律儀者のままでいられると考えられる。
　加えて、カシミール有部が、別解脱律儀を捨するための条件として「犯戒」
を否定している点は注目に値する。つまり、比丘戒を受けたならば、本来は学
処すべてを守らなければならない筈であるが、カシミール有部では、たとえ殺
生の波羅夷罪を犯しても比丘律儀は捨せられないと理解されている 19）（もちろ
ん僧団からは追放される）。
　この考え方を在俗信者（優婆塞・優婆夷）の場合に当てはめて考えれば次の
ようになる。すなわち、たとえ戦争や裁判を起こす王侯や、狩りを生業とする
猟師などの不律儀者であっても、「十戒を守る」と誓いを立てて優婆塞律儀・
優婆夷律儀を獲てしまえば、その後に戦争や狩りを起こしても一旦得られた律
儀は捨せられない、ということである。
　このように、王侯や漁師などの不律儀者は、仏教に帰依することによってこ
そ不律儀から決定的に脱して、その生業を続けながらも律儀者として日々の生
活を送ることが可能となる。

結論

　本稿では不律儀の得捨と、不律儀と律儀との関係性について考察した。次の
点が指摘される。

　（1） 有部論書においてこの不律儀は、職業と関係して理解されている。すな
わち、戦争を起こしたり人を裁くような王侯・役人、そして狩りや漁を
生業とする人々が不律儀者となる。
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第一項　律儀が捨された場合

　まず、不律儀者が律儀を得たのちに、この律儀が捨せられてしまった場合、
その者が再び不律儀に戻るか否かを考察する。この問題は既に有部論書におい
ても現れており、『倶舎論』では、一日で効力の切れる八斎戒（近住律儀）を
例にとって二説が挙げられている 15）。すなわち、律儀の効力が切れれば元の
不律儀者に戻ってしまうという立場（第一説）と、非律儀非不律儀者（律儀で
もなく不律儀でもない者）に留まるという立場（第二説）とである。この二説
の優劣について『倶舎論』は無言である。しかし『大毘婆沙論』巻 117 （T27. 
608b27―c09）によれば、第一説はガンダーラ有部説であり、第二説はカシミ
ール有部説であるという。当然、カシミール有部の立場を取る『順正理論』巻
39 （T29. 566.c23―29）では、第一説が斥けられ、第二説が採用されている。た
だし、非律儀非不律儀者に留まっていたとしても、再び生業として殺生などを
行えば不律儀者に戻ってしまうことになる。

第二項　不律儀と律儀の対立性

　前項においては、殺生などを生業とする不律儀者が、八斎戒（近住律儀）を
受けてその効力を切らせた後に、再び不律儀者となるか否かの議論を検討した。
この場合の八斎戒（近住律儀）とは一日だけ守る戒であるから、殺生などの生
業をその間だけ慎むことは十分考えられる事態である。しかしながら、在俗信
者（優婆塞・優婆夷律儀）となりながら、殺生などの生業を続けることは可能
であろうか。それともこのような場合には、殺生の生業を再開した途端に優婆
塞・優婆夷律儀は捨せられてしまうのであろうか。優婆塞・優婆夷律儀は七善
業道からなるものであり 16）、意思をもって信者を辞めるなどしない限り基本
的に死没するまで相続するので 17）、殺生を生業とする者がそれを守りぬくこ
とは極めて困難なはずである。この問題を受けて本項では、律儀を現に得てい
る状態のまま、不律儀行為を為した場合について考察する。
　有部論書はこの問題について直接的に議論していない。しかし、不律儀・律
儀が捨せられる条件から、この問題に対する有部の回答を推し量ることができ
る。
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第三節　不律儀と律儀

　続いて本節では、不律儀と律儀の対立構造について考察する。前節において
不律儀が捨せられる諸条件の推移を検討した。この推移のなかで最も重要な点
は、『心論』など比較的古い段階の有部論書で認められていた（4）「不作の方
便」が、『倶舎論』などでは、「これだけでは不律儀を捨するためには不十分で
ある」として除外されていることである 12）。この理由について『倶舎論』は
次のように述べている。

AKBh.（p. 225.6―7）：不作の意欲から剣や網を捨てたとしても、律儀な
しに不律儀の棄捨はない。〔あたかも〕原因を取り除いても薬なしに重篤
の病気が消えることがないようにである。

　すなわち、一旦、不律儀者になってしまった場合、その原因となっている
行為を止めるだけでは不律儀を捨すことはできない。不律儀を捨すためには、
必ず「律儀」（すなわち戒）を得る必要がある。三種ある律儀のうち、静慮律
儀・無漏律儀の二つは凡俗にとって容易く生じさせられるものではなく、残る
別解脱律儀は仏教に関する“戒”だけが含まれる 13）。よって、不律儀者とな
ってしまった一般人がそこから抜け出すためには、仏教に帰依するしか方途は
ないという意趣がここから読み取れる。『称友疏』もこれと同趣旨の理解を示
している 14）。
　しかし、ここで次のような疑問が起こる。すなわち、殺生などを生業とする
不律儀者が八斎戒を受けて不律儀を捨したとしても、この八斎戒（近住律儀）
は夜明けとともに捨せられるから、その時にこの者は自動的に不律儀者に戻る
のであろうか。また、優婆塞・優婆夷などの律儀者でありつつ、殺生や裁判な
どの不律儀的行為を起こしたならば、この場合にも自動的に律儀は捨せられて
不律儀者に戻ってしまうのであろうか。本節では、このような疑問に対する有
部の理解を考察する。
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うになる 8）。 

　不律儀が捨せられる原因について、『心論経』以降の論書では（1）「別解
脱・静慮律儀の得」、（2）「死没」、（3）「二形生」の三条件が定説化している。
このうちの（1）「別解脱・静慮律儀の得」は、たとえ不律儀の者であっても律
儀を得すれば、不律儀が捨せられるという意味である。（2）「死没」は衆同分
を捨するのと同時に不律儀も捨せられるという意味であり、（3）「二形生」と
は両性具有に性転換すると不律儀も失われるという意味である 9）。
　残る四つは一部の論書においてのみ説かれる条件である。（4）「不作の方
便」は、不律儀の原因となっている不善行為を止めることであり、『甘露味論』
と『心論』において説かれる 10）。（5）「一心息求」は『甘露味論』においての
み説かれる条件であり、その内容はよく解らない。（6）「道の善色を得る」も

『甘露味論』だけに採用される条件であり、これは無漏律儀を得た場合を想定
していると考えられる 11）。（7）「法爾に色界善を得る」とは、何らかの要因に
よって不律儀者が法爾に色界定を得る場合を想定していると考えられ、『入阿
毘達磨論』においてのみ説かれている。

『
甘
露
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論
』

『
心
論
』

『
心
論
経
』

『
雑
心
論
』

『
大
毘
婆
沙
論
』

『
入
阿
毘
達
磨
論
』

『
倶
舎
論
』

『
順
正
理
論
』

『
蔵
顕
宗
論
』

『
灯
明
論
』

（1）別解脱・静慮律儀の得 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（2）死没 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（3）二形生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（4）不作の方便 ○ ○ × × × × ×

（5）一心息求 ○

（6）道の善色を得る ○

（7）法爾に色界善を得る ○
（○：言及あり、×：否定的に言及）
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比較することで、狩りなどの生業を続けながらも律儀者になれる点を指摘する。

第一節　不律儀の得

　まず本節では、不律儀が得られる条件を考察する。この不律儀は、（1）生業
としての殺生を実行しようと加行を起こしたり、（2）「殺生をなして生活をし
よう」と誓言を立てたりすることで獲られる 6）。有部論書に説かれる不律儀が
得られる諸条件を表にまとめれば次のようになり、『雑心論』以降の有部内に
おける一貫した理解が窺える。

　この二つの条件のうち何れかを満たすと、その瞬間の表から無表が生じて不
律儀者となり、この無表がその後も相続していくことで、当人に妨善の習性が
具わることになる。また、既に「問題の所在」において述べたように、この不
律儀は職業と密接に関係しており、（1）「作業」は、殺生を生業とする家に生
まれた者が不律儀者となる条件として、（2）「誓受」は、そのような生業の家
に生まれなかった者が不律儀者となる条件として理解されている 7）。すなわち、
殺生や裁判などを生業として実行することが不律儀者になる判定基準となって
おり、単に不善行為を実行しただけでは不律儀者にはならない。

第二節　不律儀の捨

　続いて本節では、不律儀が捨せられる条件を考察する。不律儀者となった瞬
間に生じる無表は、一旦成就されれば捨せられるまでその者に相続して効力を
与え続けることになる。この不律儀が捨せられる原因を表にまとめれば次のよ

『
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』

『
大
毘
婆
沙
論
』
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論
』

『
倶
舎
論
』

『
順
正
理
論
』

『
蔵
顕
宗
論
』

『
灯
明
論
』

（1）作業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（2）誓受（誓言） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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問題の所在

　本稿では、有部論書に説かれる不律儀について、無表の得捨という点から考
察する。不律儀とは、律儀とは逆に妨善の効用ある悪戒であり、不善をなそう
と誓うことによって獲られる 1）。すなわち、比丘戒や優婆塞戒などの別解脱律
儀と対立する概念であり、不善の後天的習性こそが不律儀である。この不律儀
には表と無表の二つが含まれるが 2）、有部法相において重要となるのは無表で
ある。つまり、不善の表（切り付けなどの表層的な行為）を為している間だけ
ではなく、その後も絶えず不善の無表が相続することで潜在的な悪の習性を保
ち続ける者こそが不律儀の者なのである。この点において不律儀は、無表の存
在を前提としていない通常の不善行為とは一線を画す特異性を持っている。
　また、この不律儀は、職業と密接に関係して理解されている。例えば、狩り
など殺生を生業とする者たちや、王侯や裁判官といった人を裁く者たちが不律
儀の者であるとされる 3）。つまり、このような職業のもの達は、殺生や懲罰な
どの行為（表）をしている間だけではなく、それ以外（食事や睡眠など）の時
にも不善の無表が相続しているため常に不律儀者であるというのである。
　ここで問題となるのは、不律儀と律儀は対立する概念であるから、狩りなど
の殺生を生業とする不律儀者が、不殺生を自性とする優婆塞律儀（もしくは優
婆夷律儀）を得ることが可能なのか、という点である 4）。もしも、不律儀者が
殺生などの生業から離れない限り律儀を得られないならば、有部において狩人
や屠羊者は在俗信者（優婆塞・優婆夷）にすらなれないということになってし
まう 5）。これは、生まれによって身分や職業が限定されたインド文化圏におい
ては、とりわけ重大な意味をもつ。
　これを受けて本稿では、不律儀の得捨の条件を考察し、これを律儀の得捨と

説一切有部における不律儀者の受戒

清　水　俊　史
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