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基
調
講
演

浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神

　
─
教
学
審
議
会
の
答
申
書
「
浄
土
宗
８
５
０
年
の
基
本
理
念
」
を
ふ
ま
え
て
―

小
澤　

憲
珠

　

ご
紹
介
を
賜
わ
り
ま
し
た
小
澤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
度
の
学
術

大
会
基
調
講
演
の
ご
縁
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
お
手
元
に
お
配
り
し
た
資
料
、
後
ろ
の
ほ
う
に
「
第
53

回
教
学
審
議
会
答
申
書
」
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

『
宗
報
』
平
成
二
八
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
今
、
私

は
教
学
審
議
会
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
教
学
局
か
ら
「
開
宗
八

百
五
十
年
に
向
け
て
の
基
本
理
念
を
ま
と
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
依

頼
が
教
学
審
議
会
に
対
し
て
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
ま
し
て
、

教
学
審
議
会
の
な
か
に
専
門
部
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
本
日
は
、

そ
の
浄
土
宗
開
宗
八
五
〇
年
の
基
本
理
念
を
ふ
ま
え
て
、
私
な
り
の

考
え
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、『
宗
報
』
は
ご
覧
に
な
っ
た
と
存
じ
ま
す
が
、
も
う
一
度
、

「
浄
土
宗
�
�
�
年
の
基
本
理
念
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
要
約

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
教
学
審
議
会
の
な
か
に
、
専
門
部
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
の

が
、
平
成
二
七
年
九
月
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
専
門
部
会

の
メ
ン
バ
ー
は
、
座
長
に
長
谷
川
匡
俊
先
生
、
委
員
に
大
南
龍
昇
先

生
、
小
栗
賢
亮
先
生
、
戸
松
義
晴
先
生
、
林
田
康
順
先
生
、
藤
本
淨

彦
先
生
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
田
中
典
彦
先
生
と
私
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
こ
う
い
う
メ
ン
バ
ー
の
先
生
が
た
が
検
討
を
重
ね
、
答
申
書

が
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
平
成
二
七
年
十
二
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

を
委
員
長
と
い
う
立
場
上
、
私
の
名
前
で
、
総
長
宛
に
答
申
書
を
出

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
経
緯
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

答
申
書
の
内
容
を
要
約
い
た
し
ま
す
と
、
そ
の
基
本
理
念
は
『
法

然
上
人
行
状
絵
図
』
第
六
巻
に
出
て
く
る
「
我
、
浄
土
宗
を
立
つ
る

心
は
、
凡
夫
の
報
土
に
生
ま
る
る
こ
と
を
示
さ
む
た
め
な
り
」
と
い

う
文
章
に
つ
き
ま
す
。
法
然
上
人
は
善
導
大
師
の
「
一
心
専
念
弥
陀
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名
号
」
の
御
文
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
ま
し
て
、
凡
入
報
土
・
凡
夫
往

生
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
来

た
る
開
宗
八
五
〇
年
に
は
、
こ
の
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
時
機
相
応

が
当
然
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
基
本
理
念
に
立
つ
と

き
、
答
申
書
で
は
、
次
の
二
つ
の
方
向
を
意
識
し
た
理
念
と
実
践
が

求
め
ら
れ
る
と
示
し
ま
し
た
。

　

そ
の
第
一
番
目
は
、「
浄
土
宗
の
教
え
の
源
泉
に
向
か
う
も
の
」

と
し
て
、「
変
わ
ら
ぬ
教
え
の
再
認
識
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

教
学
的
な
主
題
に
相
当
す
る
問
題
で
す
。
浄
土
宗
が
掲
げ
て
お
り
ま

す
『
二
十
一
世
紀
劈
頭
宣
言
』、
そ
れ
に
当
て
は
め
れ
ば
「
愚
者
の

自
覚
を
」
が
ま
さ
に
第
一
番
目
の
「
変
わ
ら
ぬ
教
え
の
再
認
識
」
に

相
当
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

第
二
番
目
の
「
教
え
を
現
代
に
活
か
し
て
い
く
も
の
」
と
は
、
法

然
上
人
の
凡
入
報
土
・
凡
夫
往
生
と
い
う
教
え
を
流
動
的
な
社
会
へ

の
働
き
か
け
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
教
化
的
な
主
題

に
相
当
す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
『
劈
頭
宣
言
』
に
当
て
は

め
れ
ば
、「
家
庭
に
み
仏
の
光
を
」「
社
会
に
慈
し
み
を
」、
そ
し
て

「
世
界
に
共
生
を
」
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

こ
の
「
変
わ
ら
ぬ
教
え
の
再
認
識
」
＝
「
愚
者
の
自
覚
」
は
、
個

人
の
自
覚
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
今
度
は
そ
れ
が
家
庭
に
、
そ
し
て
家
庭
か
ら
社
会
へ
、
社

会
か
ら
世
界
へ
と
い
う
流
れ
が
当
然
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
世
界
へ
と
い
う
広
が
り
だ
け
で
は
ま
た
駄
目
で

あ
り
ま
し
て
、
さ
ら
に
今
度
は
ま
た
個
人
個
人
の
自
覚
に
再
び
戻
っ

て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
個
人
か
ら
家
庭
、
家
庭
か
ら
社
会
、
社

会
か
ら
世
界
、
そ
し
て
ま
た
個
人
へ
と
い
う
循
環
が
な
け
れ
ば
、
念

仏
の
信
仰
に
活
力
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
答
申
書
で
は
述
べ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
答
申
書
で
は
、「
お
念
仏　

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に

で
も
」
を
教
学
的
主
題
、
教
化
的
主
題
の
根
底
に
共
通
す
る
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
て
提
示
し
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
答
申
書
の
要
約
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
答
申
書
に
は
、
こ

の
基
本
理
念
を
「
浄
土
宗
門
の
僧
侶
、
寺
族
を
対
象
に
す
る
も
の
」

と
し
て
、
檀
信
徒
を
含
め
た
一
般
社
会
を
対
象
と
す
る
も
の
は
、
浄

土
宗
総
合
研
究
所
で
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
一
言
加
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、『
宗
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
答
申
書

を
熟
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
こ
の
答
申
書
を
ふ
ま
え
ま
す
と
、
元
祖
さ
ま
は
、
凡
入
報

土
・
凡
夫
往
生
を
基
本
の
理
念
に
据
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
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そ
の
と
き
の
「
凡
夫
」
と
は
な
ん
な
の
か
、
ま
た
「
凡
夫
と
い
う
存

在
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
報
土
」
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
教
学
的

に
は
難
し
い
言
葉
な
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
難
し
く
考
え
な

い
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る
極
楽
浄
土
と
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
凡
夫
が
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
か
、
し
な
い
か
と
い
う
問
題

は
、
当
時
の
各
宗
で
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
が
、
法
然

上
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
ら
れ
る
極
楽
浄
土
に
は
、
凡
夫
で
も
往
生

が
で
き
る
ん
だ
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
極
楽
浄
土
と
は
、
決
し
て

仮
の
浄
土
、
ま
が
い
物
で
は
な
く
、
本
物
の
極
楽
浄
土
だ
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

で
は
、
往
生
す
る
「
凡
夫
」
と
は
な
ん
な
の
か
。「
凡
夫
」
と
い

う
言
葉
は
日
常
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
使
わ
れ
ま
す
が
、
仏
教
で
い
う

「
凡
夫
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
っ
て

い
る
よ
う
で
分
か
っ
て
い
な
い
。
皆
さ
ま
が
た
、
よ
く
ご
承
知
の
こ

と
と
は
思
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
辺
を
も
う
少
し
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、「
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
原
語
で
はpr

4 thag-jana

（
プ
リ
タ
グ
・
ジ
ャ
ナ
）
と

申
し
ま
す
。
こ
れ
は
答
申
書
に
も
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
凡
夫

と
い
う
項
目
の
本
文
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
翻
訳
者
に
よ

っ
て
い
ろ
い
ろ
に
訳
さ
れ
、
玄
奘
は
「
異
生
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。

「pr

4 thag-jana

」
の
「pr

4 thag

」
が
「
異
」
に
、「jana

」
が
「
生
」

に
相
当
し
ま
す
。「pr

4 thag

」
は
「
別
々
に
」
と
か
、「
分
離
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
善
悪
の
業
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
に
生
れ
る
場
所
が
異
な
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て

い
る
言
葉
で
す
。
こ
れ
が
「
凡
夫
」
と
訳
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

「
愚
か
な
人
」、「
愚
癡
」、
あ
る
い
は
「
民
衆
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
「
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
も
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
出
家
者
が
修
行
を
し
て
、
悟
り
を
開
い
た
人
、

あ
る
い
は
悟
り
の
初
期
の
段
階
に
入
っ
た
人
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
到
達

し
て
い
な
い
人
な
ど
、
修
道
上
の
様
々
な
段
階
が
あ
っ
て
、
修
道
上

の
未
熟
な
人
と
し
て
の
凡
夫
の
位
、
こ
れ
が
イ
ン
ド
で
一
般
的
に
使

わ
れ
る
凡
夫
の
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
見
道
未
達
と
言
っ
た

ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
�
・
頂
・
忍
・
世
第
一
法
な
ど
、
ま
だ

世
俗
の
位
に
い
る
者
を
凡
夫
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教

に
お
い
て
も
十
地
の
思
想
の
な
か
で
同
じ
よ
う
に
、
見
道
に
達
し
て

い
な
い
段
階
を
凡
夫
と
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
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も
う
一
方
は
、
こ
の
よ
う
な
修
行
の
階
位
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な

く
、
ご
く
普
通
の
人
を
凡
夫
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
浄
土
宗
で
言
う
凡

夫
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
社
会
に
普
通

に
暮
ら
し
て
い
る
民
衆
、
ご
く
普
通
の
人
を
浄
土
宗
で
は
凡
夫
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

　

配
布
資
料
に
記
載
し
ま
し
た
『
選
択
集
』
第
三
章
に
は
以
下
の
よ

う
に
あ
り
ま
す
。

念
仏
は
易
き
が
故
に
一
切
に
通
ず
。
諸
行
は
難
き
が
故
に
諸
機

に
通
ぜ
ず
。
然
れ
ば
す
な
わ
ち
、
一
切
衆
生
を
し
て
平
等
に
往

生
せ
し
め
ん
が
為
に
、
難
を
捨
て
易
を
取
っ
て
本
願
と
し
た
ま

え
る
か
。
も
し
そ
れ
造
像
起
塔
を
以
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、

貧
窮
困
乏
の
類
は
定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
富
貴

の
者
は
少
な
く
、
貧
賤
の
者
は
な
は
だ
多
し
。
も
し
智
慧
高
才

を
以
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
愚
鈍
下
智
の
者
は
定
ん
で
往
生

の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
智
慧
あ
る
者
は
少
な
く
、
愚
癡
な
る

者
は
は
な
は
だ
多
し
。
も
し
多
聞
多
見
を
以
て
本
願
と
し
た
ま

わ
ば
、
少
聞
少
見
の
輩
は
定
ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る

に
多
聞
の
者
は
少
な
く
、
少
聞
の
者
は
は
な
は
だ
多
し
。
も
し

持
戒
持
律
を
以
て
本
願
と
し
た
ま
わ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人
は
定

ん
で
往
生
の
望
を
絶
た
ん
。
然
る
に
持
戒
の
者
は
少
な
く
、
破

戒
の
者
は
は
な
は
だ
多
し
。
自
余
の
諸
行
、
こ
れ
に
准
じ
て
ま

さ
に
知
る
べ
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
上
の
諸
行
等
を
以
て
本

願
と
し
た
ま
わ
ば
、
往
生
を
得
る
者
は
少
な
く
、
往
生
せ
ざ
る

者
は
多
か
ら
ん
。（『
聖
典
』
三
、
一
一
九
頁
）

傍
線
を
引
い
た
部
分
を
見
ま
す
と
、
法
然
上
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
救

済
の
対
象
に
は
、
富
め
る
者
も
貧
し
き
者
も
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い

る
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
民
衆
は
貧
し
き
者
が
大
半
で
す

か
ら
、
そ
う
い
う
者
も
含
め
て
こ
の
往
生
の
対
象
に
な
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
「
智
慧
あ
る
者
は
少
な
く
、
愚
癡
な
る
者
は
は
な

は
だ
多
し
」
と
あ
り
、
愚
癡
な
る
者
で
も
、
往
生
が
可
能
で
あ
る
と

示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
多
聞
」
に
対
す
る
「
少
聞
」、
こ
れ
で
は

ど
ん
な
に
教
養
の
な
い
人
で
も
往
生
の
対
象
に
な
る
と
し
、
さ
ら
に

言
え
ば
、
戒
律
を
普
段
か
ら
き
ち
ん
と
保
っ
て
い
る
人
、
そ
う
で
な

い
人
も
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
法
然
上
人
は
、
末
法
の
世
で
は
戒
を

保
っ
て
い
る
人
な
ん
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
破
戒
の
者
で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
極
楽
浄
土
に
往
生
が
で

き
る
ん
だ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
り
ま
す
。
し
た

が
い
ま
し
て
、
法
然
上
人
が
考
え
て
い
る
「
凡
夫
」
は
、
ご
く
普
通

に
社
会
に
暮
ら
す
一
般
大
衆
だ
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま

す
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
普
通
の
人
と
し
て
の
凡
夫
が
、
仏
教
で

は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
善
導
大
師
『
観

経
疏
』
散
善
義
の
深
心
釈
に
、
極
め
て
適
切
な
凡
夫
に
対
す
る
説
明

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

深
心
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
深
く
信
ず
る
心
な
り
。
ま
た

二
種
有
り
。
一
に
は
決
定
し
て
、
深
く
信
ず
。
自
身
は
現
に
こ

れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転

し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
と
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く

信
ず
。
か
の
阿
弥
陀
仏
、
四
十
八
願
を
も
っ
て
、
衆
生
を
摂
受

し
た
ま
う
。
疑
い
無
く
慮
無
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん

で
往
生
を
得
と
。（『
聖
典
』
二
、
二
八
九
頁
）

深
心
釈
に
は
二
つ
の
深
信
、
二
種
深
信
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
二

つ
の
う
ち
の
一
番
目
に
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と

あ
り
ま
す
。「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
を
我
々
は
非
常
に

よ
く
使
い
ま
す
。
よ
く
使
う
け
れ
ど
も
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、

し
っ
か
り
と
理
解
し
て
使
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

　

善
導
大
師
は
、
こ
の
部
分
で
「
凡
夫
」
が
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
、

端
的
に
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り

凡
夫
と
は
「
罪
悪
生
死
の
存
在
」
な
の
で
あ
り
「
曠
劫
よ
り
已
来
、

常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
」
で
あ
る
と
。

そ
れ
は
遠
い
過
去
か
ら
流
転
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
出
離
の
縁
、
迷

い
の
世
界
か
ら
抜
け
出
る
縁
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
三
界
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
）、
も
う
少
し
具

体
的
に
言
え
ば
、
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
）

を
輪
廻
転
生
し
て
、
遠
い
過
去
か
ら
ず
っ
と
我
々
は
迷
い
の
世
界
を

流
転
し
続
け
て
い
る
存
在
な
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
善
導
大

師
が
言
う
「
凡
夫
」
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
を
こ
こ
で
持
ち
な
さ
い
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

法
然
上
人
の
御
法
語
の
な
か
に
も
、
罪
悪
、
悪
、
罪
と
い
う
言
葉

は
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。
一
例
と
し
て
『
一
紙
小
消
息
』
の

一
部
を
お
示
し
い
た
し
ま
す
。

末
代
の
衆
生
を
、
往
生
極
楽
の
機
に
あ
て
ゝ
も
み
る
に
、
行
す

く
な
し
と
て
も
疑
う
べ
か
ら
ず
、
一
念
十
念
に
足
り
ぬ
べ
し
。

罪
人
な
り
と
て
も
疑
う
べ
か
ら
ず
、
罪
根
ふ
か
き
を
も
嫌
わ
じ

と
の
た
ま
え
り
。
時
く
だ
り
と
て
も
疑
う
べ
か
ら
ず
、
法
滅
以

後
の
衆
生
な
お
も
て
往
生
す
べ
し
、
い
わ
ん
や
近
来
を
や
。
わ

が
身
わ
ろ
し
と
て
も
疑
う
べ
か
ら
ず
、
自
身
は
こ
れ
煩
悩
具
足

せ
る
凡
夫
な
り
と
の
た
ま
え
り
。
十
方
に
浄
土
お
お
け
れ
ど
、

西
方
を
願
う
は
、
十
悪
五
逆
の
衆
生
の
生
ま
る
ゝ
故
な
り
。



─ 6─

こ
の
『
一
紙
小
消
息
』
の
な
か
に
も
「
罪
人
」「
わ
が
身
悪
ろ
し
」

「
十
悪
五
逆
の
衆
生
」
な
ど
「
罪
悪
」
に
関
連
す
る
言
葉
が
出
て
ま

い
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
日
頃
生
活
し
て
い
る
な
か
で
自
分
を
「
罪
人
」
で
あ

る
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
持
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
は
、

社
会
の
な
か
で
つ
ま
し
く
生
き
て
い
る
「
善
人
」
で
あ
る
と
言
う
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
普
通
の
人
の
生
活
の
な
か
で
、
常
に
罪
悪
を
犯
し

て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く
過
ご
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
御
法
語

の
な
か
に
は
、「
罪
悪
」
と
い
う
言
葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
ん
で

す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
「
犯
罪
」

と
は
違
う
こ
と
は
も
う
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。

　

じ
ゃ
あ
、
ど
う
い
う
も
の
を
罪
悪
と
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
よ
ね
。
そ
こ
に
我
々
が
日
常
勤
行
式
で
も
毎
日
唱
え
て
い
る

「
懺
悔
偈
」
が
あ
り
ま
す
。

　
　

我
昔
所
造
諸
悪
業　

皆
由
無
始
貪
瞋
痴

　
　

従
身
語
意
之
所
生　

一
切
我
今
皆
懺
悔

極
め
て
短
い
偈
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
私
は
、
昔
か
ら
悪
業
を
造
り

続
け
て
き
た
。
し
か
も
そ
れ
は
無
始
よ
り
の
貪
瞋
痴
に
由
来
す
る
悪

業
で
あ
る
」
と
。
こ
の
「
無
始
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
「
い
つ
と
も
し
れ
な
い
遠
い
過
去
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
す
。

我
々
は
貪
瞋
痴
と
い
う
煩
悩
と
と
も
に
、
遠
い
過
去
世
か
ら
、
こ

の
日
常
生
活
を
送
っ
て
き
た
ん
だ
と
顧
み
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

「
そ
の
す
べ
て
を
今
懺
悔
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
懺
悔

偈
の
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
社
会
で
言
う
、
倫
理
あ
る
い
は
道
徳

上
の
善
悪
と
は
違
っ
て
、
煩
悩
に
基
づ
く
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
懺

悔
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
お
釈
迦
さ
ま
、

仏
さ
ま
の
戒
め
に
背
く
行
い
が
悪
業
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
具

体
的
に
は
十
重
戒
、
五
戒
、
八
戒
、
い
ろ
ん
な
戒
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
貪
瞋
痴
と
い
う
煩
悩
に
よ
っ
て
こ
の
戒
め
が
つ
い
つ
い
破
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
と
。
例
え
ば
、
う
そ
を
つ
き
た
く
な
く
と

も
、
つ
い
つ
い
う
そ
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
他
人
の

言
動
に
対
し
て
よ
く
な
い
感
情
が
芽
生
え
た
り
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、

何
か
お
い
し
い
も
の
が
食
べ
た
い
と
か
、
酒
も
飲
み
た
い
と
か
、
仏

さ
ま
の
戒
め
に
背
く
行
い
を
意
識
せ
ず
に
し
て
し
ま
う
そ
う
い
う
日

常
生
活
そ
の
も
の
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
私
た
ち
の
悪
業
・

罪
悪
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
罪
悪
の
な
か

で
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死
輪
廻
が
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

　

恐
ら
く
中
国
に
は
輪
廻
の
思
想
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仏
典
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が
漢
訳
さ
れ
る
際
に
イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想
が
中
国
に
入
り
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
「sam

4 sāra

サ
ン
サ
ー
ラ
（
輪
廻
）」
が
よ
り
中
国

の
人
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
と
し
て
、「
生
死
」
と
い
う
漢
訳
語
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、「
生
死
」
と
「
輪
廻
」
は
同

じ
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
日
本
で
も
「
生
死
」
と
い

う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
元
々
の
「sam

4 sāra

（
輪
廻
）」

と
い
う
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、「
生
死
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
単
な

る
人
生
の
生
き
死
に
で
は
な
く
、
六
道
の
ど
こ
か
に
生
ま
れ
、
死
に
、

そ
し
て
ま
た
ど
こ
か
に
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
く
、
そ
の
繰
り
返
し
を

指
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
の
罪
悪
を
犯

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
輪
廻
・
生
死
を
繰
り
返
し
て
き
た
結
果
、
遠
い

過
去
世
か
ら
未
来
に
至
る
ま
で
迷
い
の
世
界
を
出
ら
れ
な
い
と
い
う

の
が
こ
の
凡
夫
と
い
う
存
在
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
凡
夫
で
あ
っ
て
も
法
然
上
人
は
、
本
願
に
基
づ
く
お
念

仏
な
ら
ば
、
誰
で
も
が
往
生
が
で
き
る
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ

さ
っ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
凡
夫

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
自
覚
で
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
劈
頭
宣
言
で
言
え
ば
、「
愚
者
の
自
覚
」

に
当
て
は
ま
る
か
と
お
も
い
ま
す
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
愚
者
」

と
言
う
言
葉
も
、
世
間
で
言
う
い
わ
ゆ
る
「
愚
か
者
」
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
頭
の
回
転
が
速
い
と

か
遅
い
と
か
、
知
能
指
数
が
高
い
と
か
低
い
の
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
こ
れ
は
他
宗
の
人
に
「
愚
者
の
自
覚
」
と

い
っ
て
も
な
か
な
か
理
解
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
。『
一
枚
起
請

文
』
に
従
え
ば
、「
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
」
に
あ
た
り

ま
す
。
こ
れ
は
聖
道
門
で
は
「
知
恵
を
磨
く
」
に
対
す
る
言
葉
で
も

あ
り
、
浄
土
門
で
は
「
愚
癡
に
還
る
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
せ
る
言

葉
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
愚
癡
に
還
っ
て
お
念
仏

を
称
え
る
、
な
か
な
か
普
段
か
ら
そ
う
い
う
自
覚
は
持
ち
に
く
い
こ

と
も
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
四
十
八
巻
伝
』
の
な
か
に
は
法
然
上
人
の
比
叡
山
で
の
修
学
時

代
の
言
葉
と
し
て
、「
自
分
は
戒
定
慧
の
三
学
の
一
つ
も
保
ち
得
な

い
身
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
自
分
は
生
死
の
世
界
か
ら
抜
け
出

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
一
体
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
」
と
い
う
文
章
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ご
自

身
は
い
わ
ゆ
る
「
三
学
非
器
」、
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
と
い
う
自
覚

を
お
持
ち
で
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
善
導
大
師
の
『
観

経
疏
』
に
ご
ざ
い
ま
す
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
の
文
に
出
会
っ
て
、

立
教
開
宗
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
法
然
上
人
に
と
っ
て
は
、

三
学
非
器
の
自
覚
が
、
い
わ
ゆ
る
愚
者
の
自
覚
の
原
点
に
あ
っ
た
の
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か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
凡
夫
の
自
覚
で
す
け
れ
ど
も
、
善
導
大
師
の
有
名
な

譬
喩
と
し
て
、
二
河
白
道
の
譬
喩
が
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま
が
た
当

然
ご
存
じ
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
確
認
し
て
お
き
た
い

と
お
も
い
ま
す
。
あ
る
人
が
西
に
向
か
っ
て
無
人
の
荒
野
を
旅
し
て

行
く
と
遠
く
か
ら
何
や
ら
怪
し
い
恐
ろ
し
い
も
の
具
体
的
に
言
え
ば
、

盗
賊
あ
る
い
は
猛
獣
が
追
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
か
ら
逃
げ
て
い
く

と
火
の
河
、
水
の
河
の
岸
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

河
は
濁
流
逆
巻
く
河
で
す
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
落
ち
て
し
ま
え
ば
死

ん
で
し
ま
う
。
進
退
窮
ま
る
と
、
二
河
の
波
が
高
ま
る
な
か
に
一
筋

の
白
道
が
見
え
て
き
ま
す
。
向
こ
う
岸
か
ら
は
思
い
切
っ
て
渡
っ
て

ら
っ
し
ゃ
い
と
言
う
声
が
聞
こ
え
、
元
来
た
側
か
ら
は
向
こ
う
へ
渡

っ
て
行
き
な
さ
い
と
声
が
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
声
に
従
っ
て
進

む
と
、
そ
の
白
道
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
。
こ
れ
が
二
河
白
道
の

譬
喩
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
観
経
疏
』
で
は
こ
れ
に
続
け
て
譬
喩
の
説
明
で
あ
る
合
釈
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
東
の
岸
が
娑
婆
の
火
宅
で
あ
り
、
二
河
の
向
こ
う

側
に
あ
る
西
の
岸
が
極
楽
の
宝
国
、『
観
経
疏
』
の
本
文
で
は
「
群

賊
、
悪
獣
詐
り
親
し
む
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
衆
生
の

六
根
、
六
識
、
六
塵
、
五
陰
、
四
大
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
「
人
な
き
空
�
の
沢
」
と
は
常
随
悪
友
、
常
に
悪
友
が
従
っ
て
真

の
善
知
識
に
会
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
水
火
の

二
河
と
は
、
衆
生
の
貪
愛
が
水
の
如
く
、
瞋
り
憎
し
み
が
火
の
如
く

を
表
し
て
お
り
、
中
間
の
四
、
五
寸
の
白
道
と
は
、
貪
瞋
の
煩
悩
の

な
か
で
も
、
衆
生
は
清
浄
な
る
願
往
生
心
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
『
法
華
経
』
に
も
こ
の
三
界
を
火
宅
に
譬
え
る
譬
喩
が
出
て
ま
い

り
ま
す
。
こ
れ
は
煩
悩
の
火
が
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
の
が
娑
婆
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
を
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
家
に
譬
え
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
家
の
な
か
に
我
々
凡
夫
は
住
ん
で
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
今
に
も
天
井
か
ら
燃
え
さ

か
っ
て
い
る
は
り
が
落
ち
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
、
で
も
普
段
は
そ

れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
平
然
と
そ
の
な
か
に
生
活
を
し
て
い
る
、
そ

れ
が
娑
婆
と
い
う
も
の
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
譬
喩
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
我
々
自
身
の
普
通
の
生
活
が
、
二
河
白
道
の
譬
喩
に

あ
る
群
賊
、
悪
獣
、
詐
り
親
し
む
、
そ
う
い
う
世
界
な
ん
で
す
。
た

だ
、
我
々
は
普
通
に
生
活
し
て
い
ま
す
と
群
賊
に
追
わ
れ
て
い
る
と

い
う
意
識
を
持
た
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
二
河
白
道
の
な
か
で
は
、

そ
れ
ら
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
普
通
の
人
は
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火
宅
に
住
ん
で
い
な
が
ら
火
宅
と
い
う
意
識
を
持
た
な
い
の
で
す
。

そ
の
普
通
に
生
活
し
て
い
る
娑
婆
が
危
な
い
ん
だ
よ
と
教
え
て
く
れ

る
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
な
ん
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
お
念
仏
の
教
え

を
お
伝
え
く
だ
さ
っ
て
ま
す
が
、
で
も
、
信
仰
を
持
た
な
い
人
は
何

ご
と
も
な
い
よ
う
に
火
宅
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
群
賊

に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
生
活
を
し
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

人
な
き
誰
も
い
な
い
原
野
、
常
に
悪
友
に
従
っ
て
真
の
善
知
識
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
、
そ
れ
が
我
々
が
住
む
社
会
で
あ
り
、

生
活
の
環
境
、
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
で
す
。
真
の
善
知
識
に
出
会

わ
な
い
、
そ
れ
は
信
仰
を
持
た
な
い
状
況
で
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
し

て
、
そ
こ
を
進
む
旅
人
は
最
終
的
に
水
火
の
二
河
の
岸
辺
に
追
い
詰

め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言

っ
て
み
れ
ば
そ
の
人
が
、
自
分
自
身
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

気
づ
い
て
、
初
め
て
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ

く
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
自
分
が
罪
悪
生
死
と
し
て
の
凡
夫
で
あ
る
と

の
自
覚
を
も
っ
た
人
で
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
切
迫
感
は
生
ま
れ
な

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
愚
者
の
自
覚
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
『
法
華
経
』
の
火
宅
の
譬
喩
で
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

我
々
は
い
つ
崩
れ
る
と
も
し
れ
な
い
火
宅
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
現
在
の
多
く
の
日
本
人
は
、
高
等
教
育
を
受
け
て
お
り
ま

す
。
義
務
教
育
、
さ
ら
に
は
高
校
、
大
学
な
ど
へ
行
く
時
代
で
あ
り

ま
す
。
な
の
で
、
多
く
の
人
は
教
養
を
身
に
付
け
て
お
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
に
高
等
教
育
を
受
け
た
人
、
あ
る
い
は
エ
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ

る
人
で
も
信
仰
を
持
た
な
い
人
が
非
常
に
多
い
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。

信
仰
を
持
た
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
自
身
が
罪
悪
生
死
の
存
在
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
ご
く
普
通
の
生
活
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
高
等
教
育
を
受
け
た
人
、
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
で
も
、

仏
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
凡
夫
で
あ
り
、
愚
者
な
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
善
導
大
師
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
河
の
岸
辺
に
追
い
詰
め

ら
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
切
迫
感
は
、
な
か
な
か
現
代
の
人
に
は
持

ち
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
日
ご
ろ
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
自
身
が
救
わ
れ
得
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚

の
う
え
に
、
法
然
上
人
は
凡
入
報
土
・
凡
夫
往
生
を
お
示
し
く
だ
さ

っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
「
凡
夫
が
」
と
い
う
よ
り
も
、
厳
密
に
は

「
凡
夫
で
も
」
往
生
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

自
分
自
身
が
凡
夫
で
あ
り
、
そ
の
凡
夫
が
ど
う
い
う
も
の
か
気
づ
い

た
と
き
、
初
め
て
願
往
生
心
が
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

　

願
往
生
心
と
は
、『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
の
な
か
の
「
至
心
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信
楽
、
欲
生
我
国
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て

「
乃
至
十
念
」
と
い
う
お
念
仏
、
言
い
換
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

本
願
の
力
、
他
力
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
お
念
仏
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

知
識
、
あ
る
い
は
教
養
に
頼
る
人
、
あ
る
い
は
凡
夫
の
自
覚
が
な

い
人
は
、
ど
う
し
て
も
自
力
の
お
念
仏
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
然
上

人
は
、
自
分
の
学
識
、
教
養
、
そ
う
い
う
も
の
を
頼
り
に
し
て
お
念

仏
を
し
て
も
阿
弥
陀
さ
ま
は
な
か
な
か
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
ま
せ

ん
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
自
分
自
身
の
凡
夫
と
し
て

の
自
覚
、
自
分
が
罪
悪
生
死
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
て
、

初
め
て
阿
弥
陀
さ
ま
に
対
し
て
、
こ
の
至
ら
な
い
私
を
救
っ
て
く
だ

さ
い
と
い
う
思
い
が
初
め
て
湧
い
て
く
る
ん
で
す
。
そ
の
よ
う
な
気

持
ち
で
念
仏
を
称
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
阿
弥
陀
さ

ま
は
お
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

立
教
開
宗
の
精
神
と
い
う
テ
ー
マ
を
基
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
元
祖
さ
ま
の
基
本
理
念
は
、「
凡
夫

が
報
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
な
り
」
と
い
う
こ
と
に

尽
き
る
ん
だ
と
お
も
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
伝
え
る
我
々
は
「
凡

夫
」
あ
る
い
は
「
罪
悪
生
死
」
と
い
う
言
葉
を
何
気
な
く
使
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
そ
の
中
身
・
意
味
を
も
う
一
度
噛
み
し
め
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
お
も
い
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

　

(

了)　
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神

パ
ネ
ラ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
学
院　

平
岡　

隆
聡

　

浄
土
宗
布
教
師
会　

安
永　

宏
史

　

法
式
教
師
会　

清
水　

秀
浩

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　
　
　
　

総
合
研
究
所　

袖
山　

榮
輝

　
袖
山　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
今
回
の
大
会
テ
ー
マ
「
浄
土
宗
立

教
開
宗
の
精
神
」
の
も
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

ご
案
内
の
と
お
り
、
本
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
初
日
の
み
、

ま
た
二
時
間
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
で
の
開
催
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本

日
は
、
法
然
上
人
の
立
教
開
宗
の
動
機
を
、
凡
入
報
土
の
教
え
を
世

に
示
す
た
め
で
あ
る
と
捉
え
ま
し
て
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
そ

の
精
神
を
い
か
に
受
け
止
め
、
そ
し
て
い
か
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
教
学
、
布
教
、
法
式
の
三
つ
の

視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
い
た
し
ま
し
て
、
学
術

大
会
実
行
委
員
会
を
構
成
し
て
お
り
ま
す
四
団
体
よ
り
、
教
学
院
か

ら
京
都
文
教
大
学
学
長
・
平
岡
隆
聡
先
生
、
そ
し
て
布
教
師
会
・
安

永
宏
史
先
生
、
そ
し
て
法
式
教
師
会
・
清
水
秀
浩
先
生
、
以
上
三
名

の
先
生
方
を
お
迎
え
し
て
お
り
ま
す
。
自
己
紹
介
が
遅
れ
ま
し
た
が
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
私
、
総
合
研
究
所
の
袖
山
榮
輝
が
務
め
ま

す
。
不
慣
れ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
始
め
前
半
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
よ
り
意
見
発
表
を
頂

戴
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
発
表
に
つ
い
て
、
他
の
お
二
人
の
先
生
か

ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
く
と
い
う
形
で
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
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ま
す
。
残
り
後
半
は
、
い
く
つ
か
話
題
を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

三
人
の
先
生
で
議
論
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

例
年
で
す
と
、
フ
ロ
ア
の
皆
さ
ま
が
た
に
ご
質
問
票
等
を
お
配
り
い

た
し
ま
し
て
、
そ
の
質
問
を
元
に
質
疑
応
答
等
が
展
開
さ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
一
日
開
催
、
二
時
間
と
い
う
時
間
枠
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
が
た
か
ら
一
つ
一
つ
の
質
問
を
お
受
け
す
る
余
裕
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
学
院
、
平
岡

隆
聡
先
生
よ
り
「
ブ
ッ
ダ
と
法
然
の
人
間
観
」
と
い
う
こ
と
で
ご
発

表
を
頂
戴
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
平
岡
先
生
、
よ

ろ
し
く
ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

平
岡　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
平
岡
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
た
し
ま
す
。
お
手
元
の
資
料
に
基
づ
い
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神
」、
つ
ま
り
凡
入

報
土
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
凡
入
報
土
と
は
、
あ
る
意
味
、

す
べ
て
の
人
間
が
平
等
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
宣
言
で
も
ご

ざ
い
ま
す
。
私
か
ら
は
、
ブ
ッ
ダ
と
法
然
上
人
の
人
間
観
、
平
等
の

人
間
観
と
い
っ
た
辺
り
を
テ
ー
マ
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
も
っ
て
、
私
た
ち
は
誕
生
す
る
に
先
立
ち
ま
し
て
、
自
分
の

人
生
を
選
択
し
て
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
、

あ
る
い
は
場
所
、
自
由
に
選
択
せ
ず
に
気
が
付
い
た
ら
生
ま
れ
て
い

た
、
つ
ま
り
、
気
が
付
け
ば
何
故
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
西
暦

二
千
年
の
日
本
と
い
う
国
に
私
た
ち
は
生
を
受
け
て
、
今
、
生
活
を

し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
我
々
の
生
の
現
実
で
は
な
い
か
と
思
う
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
自

分
自
身
の
意
志
が
関
与
せ
ず
、
人
生
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
こ
の
世
の
な
か
は
、
必
ず
し
も
善
人
が
報
わ
れ
る
わ
け

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま
た
必
ず
し
も
悪
人
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
逆
の
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
り
、
善
人
が
苦
し

む
、
そ
し
て
、
悪
人
が
楽
を
享
受
す
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う

い
う
わ
け
で
、
人
間
に
と
っ
て
こ
の
人
生
と
い
う
の
は
、
不
条
理
極

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
私
た
ち
が
生
き
る
う
え
で
、
倫
理
あ
る
い

は
道
徳
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
倫
理
や
道
徳
だ
け
で
、
私
た
ち
は
こ
の
世
の
な
か
を
生
活
し
て

い
く
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
言
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
不
条

理
な
苦
し
み
を
経
験
し
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
う
ま

く
腹
に
収
め
る
た
め
に
は
、
倫
理
、
道
徳
だ
け
で
は
、
ど
う
も
う
ま
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く
い
き
ま
せ
ん
。
人
間
に
は
、
悪
の
側
面
、
差
別
性
、
あ
る
い
は
凶

暴
性
と
い
う
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
共
感
性
、

あ
る
い
は
平
等
性
を
追
求
す
る
と
い
う
側
面
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

倫
理
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
通
用
し
な
い
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、

平
等
性
を
追
求
す
る
の
が
宗
教
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
と
も
言

え
ま
し
ょ
う
し
、
ま
た
そ
の
平
等
性
の
追
求
が
、
宗
教
を
生
み
出
し

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
平
等
性
の
追
求
に
つ
い
て
は
、
同

じ
仏
教
の
中
で
も
一
様
で
は
な
く
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
、
そ
し
て
日
本
の
浄
土

教
に
新
し
い
地
平
を
開
い
た
法
然
上
人
の
人
間
観
を
比
較
し
な
が
ら

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
お
釈
迦
さ
ま
で
す
。
ブ
ッ
ダ
が
誕
生
す
る
以
前
は
、
バ
ラ

モ
ン
教
が
イ
ン
ド
の
正
統
宗
教
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
教
の

三
本
柱
は
、
多
神
教
、
祭
祀
、
そ
れ
か
ら
四
姓
制
度
（
カ
ー
ス
ト
制

度
）
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
三
本
を
す
べ
て
否
定
し
、

仏
教
と
い
う
新
し
い
宗
教
を
確
立
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

バ
ラ
モ
ン
教
の
三
本
柱
の
な
か
で
、
特
に
人
間
観
に
深
く
関
与
い

た
し
ま
す
の
が
、
三
番
目
に
上
げ
ま
し
た
四
姓
制
度
（
カ
ー
ス
ト
制

度
）
で
す
。
イ
ン
ド
で
ヴ
ァ
ル
ナ
の
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
生
ま
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
価
値
を
決
定

す
る
制
度
で
あ
り
、
本
人
の
努
力
、
精
進
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
身

分
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
身
分
を
変
更

し
よ
う
と
思
え
ば
、
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
り
を
期
待
す
る
し
か
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
身
分
制
度
は
職
業
と
結
び
付
い
て
支
配
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
機
能
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
身
分
制
度
を

否
定
し
て
、
覚
り
の
可
能
性
を
万
人
に
開
き
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、

一
九
五
〇
年
、
イ
ン
ド
憲
法
で
禁
止
さ
れ
る
ま
で
、
長
年
に
渡
っ
て

イ
ン
ド
の
社
会
を
呪
縛
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
現
代
に
お
い
て
よ
う

や
く
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
二
千
五
百
年
前
に
既
に
イ

ン
ド
で
お
釈
迦
さ
ま
が
そ
の
こ
と
を
否
定
し
た
こ
と
は
非
常
に
画
期

的
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

赤
沼
智
善
と
い
う
研
究
者
の
、
ブ
ッ
ダ
在
世
当
時
の
教
団
の
構
成

員
の
カ
ー
ス
ト
を
調
べ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
比

丘
の
な
か
に
は
バ
ラ
モ
ン
（
一
六
一
）、
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
（
六
九
）、

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
（
七
九
）、
シ
ュ
ー
ド
ラ
（
一
九
）、
比
丘
尼
の
な
か
に

は
バ
ラ
モ
ン
（
一
七
）、
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
（
二
八
）、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

（
二
七
）、
シ
ュ
ー
ド
ラ
（
四
）
が
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
は
少

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
比
丘
、
比
丘
尼
を
問
わ
ず
、
シ

ュ
ー
ド
ラ
、
つ
ま
り
最
下
層
の
奴
隷
階
級
か
ら
も
出
家
者
が
い
た
と



─ 14 ─

い
う
こ
と
は
、
当
時
の
仏
教
が
す
べ
て
の
カ
ー
ス
ト
に
門
戸
を
開
い

て
い
た
こ
と
の
証
左
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
女

性
も
覚
り
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
が
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』

（
長
老
尼
偈
）
に
お
い
て
確
認
を
さ
れ
る
こ
と
は
、
身
分
の
制
度
、

あ
る
い
は
男
女
の
性
別
に
関
わ
ら
ず
、
当
時
の
仏
教
は
す
べ
て
の
人

に
覚
り
の
可
能
性
を
開
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
業
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
当
時
存
在
し
た

で
あ
ろ
う
宿
作
因
論
、
尊
祐
造
論
、
無
因
無
縁
論
の
三
つ
の
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
宿
作
因
論
と
は
、
過
去
の
業
が
現
在
の
み
な
ら
ず
、

未
来
を
も
含
め
て
す
べ
て
を
決
定
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。

尊
祐
造
論
と
は
、
こ
の
世
を
創
り
だ
し
た
の
は
神
で
あ
り
、
人
間
の

幸
不
幸
も
す
べ
て
神
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
考

え
方
。
三
つ
目
の
無
因
無
縁
論
と
は
、
宿
作
因
論
や
尊
祐
造
論
の
よ

う
に
物
事
に
因
果
関
係
は
な
い
、
人
間
の
幸
不
幸
は
、
偶
然
に
起
り

う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
考
え

方
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
三
つ
を
す
べ
て
否

定
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
こ
の
三
つ
は
人
間
の
努
力
を
否
定
す
る
わ
け

で
す
。
過
去
の
業
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

人
間
の
努
力
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
し
、
そ
れ
か
ら
神
が
す
べ
て

だ
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
こ
に
人
間
の
努
力
は
関
係
な
い
し
、
ま
た
無

因
無
縁
論
に
な
り
ま
す
と
、
努
力
に
は
全
く
意
味
が
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
ブ
ッ
ダ
は
三
つ
と
も
否
定
を
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
ブ
ッ
ダ
は
自
分
自
身
を
「
業
論
者
で
あ
り
、
行

為
論
者
で
あ
り
、
精
進
論
者
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

四
姓
制
度
に
せ
よ
、
今
、
申
し
上
げ
た
三
つ
の
考
え
方
に
せ
よ
、

人
間
の
努
力
が
介
在
す
る
余
地
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
を
批
判
し
て
、
努
力
は
報
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
立
場
に
立
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』

に
は
非
常
に
有
名
な
、「
生
ま
れ
に
よ
り
バ
ラ
モ
ン
に
な
ら
ず
、
生

ま
れ
に
よ
り
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
に
な
ら
ず
。
行
い
に
よ
り
バ
ラ

モ
ン
に
な
り
、
行
い
に
よ
り
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
に
な
る
」
と
い

う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
で
は
な
く
て
行
為
に
よ
っ
て
人
間
の

価
値
と
い
う
の
は
決
ま
る
の
だ
、
と
い
う
宣
言
が
仏
教
の
基
本
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
愚
者
パ
ン
タ
カ
、
あ
る
い
は
極
悪
人
の

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
も
覚
り
を
開
い
た
と
い
う
記
述
が
初
期
経
典
中
に

見
い
だ
せ
ま
す
の
で
、
愚
か
さ
と
か
悪
業
と
い
っ
た
も
の
は
、
直
接

覚
り
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
、
さ
ら
に

性
別
、
生
ま
れ
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
つ
ま
り
、
努
力
さ
え
す
れ
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ば
、
人
間
は
人
生
を
切
り
開
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ブ
ッ
ダ
の

基
本
的
な
人
間
観
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
努
力
、
精
進
と
い
う
点
に
人
間
の
平
等
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
努
力
・
精
進
だ
っ
た

ら
誰
で
も
で
き
る
で
は
な
い
か
と
い
う
平
等
の
人
間
観
が
ブ
ッ
ダ
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
法
然
上
人
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ブ
ッ
ダ
と
は
ま
た
違

う
形
で
、
法
然
上
人
も
人
間
の
平
等
性
を
、
追
求
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
私
は
思
い
ま
す
。
決
定
的
に
違
う
の
は
時
代
背
景
で
す
ね
。
末
法

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
両
者
と
も
人

間
の
平
等
性
を
深
く
追
求
し
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

末
法
と
は
仏
教
独
特
の
下
降
的
歴
史
観
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
。

末
法
の
時
代
は
教
え
し
か
な
く
、
実
践
す
る
人
も
、
そ
れ
に
従
っ
て

覚
り
を
開
く
人
も
い
な
い
、
そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
で
は
そ
う

い
う
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
え
と
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

追
求
し
て
い
っ
た
結
果
、
法
然
上
人
は
念
仏
の
教
え
に
た
ど
り
つ
か

れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
教
え
の
模
索
は
、「
自
分
の
こ
と
は
取
り
あ
え
ず

置
い
て
お
い
て
」
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
法
然
上
人
自
身

が
、
自
分
自
身
を
最
下
層
の
凡
夫
と
位
置
付
け
た
の
で
は
な
い
か
私

は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
は
た
目
か
ら
見
ま
す
と
、
法
然
上
人
は
「
智

慧
第
一
の
法
然
房
」
と
周
り
か
ら
称
讃
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
の
で
、

そ
の
自
己
省
察
に
つ
い
て
は
、
我
々
と
全
然
レ
ベ
ル
の
違
う
深
さ
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

浄
土
教
的
な
人
間
観
に
立
ち
ま
す
と
、
万
人
が
自
力
で
は
救
わ
れ

な
い
凡
夫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
己
省
察
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
と
思
い
ま
す
。
同
じ
量
の
煩
悩
を
抱
え
て
い
て
も
、
自

己
省
察
の
浅
い
人
は
そ
の
表
層
し
か
見
な
い
で
し
ょ
う
し
、
深
い
人

は
そ
の
深
層
ま
で
視
野
に
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
い
ま
し

て
、
自
己
省
察
が
極
め
て
深
か
っ
た
法
然
上
人
は
、
自
己
の
内
に
沈

殿
す
る
煩
悩
の
固
ま
り
に
絶
望
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
い
ま

す
。
そ
の
悲
痛
な
叫
び
が
「
三
学
非
器
」
の
表
明
だ
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
生
涯
を
通
じ
て
持
戒
の
生
活
を
維
持
さ
れ
、
ま
た
三
昧
発

得
さ
れ
、
そ
し
て
智
慧
第
一
と
称
さ
れ
た
法
然
上
人
が
、
自
分
を

「
三
学
非
器
」
と
し
た
こ
の
言
葉
を
、
私
は
非
常
に
重
い
と
お
も
い

ま
す
。
私
が
自
分
を
「
三
学
非
器
で
あ
る
」
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
そ

う
だ
ろ
う
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
が
言
わ

れ
る
か
ら
こ
そ
深
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
最
低
最
悪
の
自
分
が
救
わ
れ
れ
ば
万
人
す
べ
て
が

救
わ
れ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
法
然
上
人
に
あ
っ
た
の
で
は
な
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い
で
し
ょ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
回
心
前
の
絶
望
の
嘆
き
の
御

詞
と
し
て
、

三
学
の
ほ
か
に
我
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
、
我
が
身
に

堪
え
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
求
め
、
諸
々
の

学
者
に
と
ぶ
ら
い
し
に
、
教
う
る
人
も
な
く
、
示
す
輩
も
な
し
。

と
あ
り
、
ま
た
、

出
離
の
道
に
煩
い
て
、
心
身
安
か
ら
ず
。

な
ど
の
詞
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
法
然
上
人
は
、
自
分
に
絶

望
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
分
が
救
わ
れ
る
教
え
と
い
う
の

は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

つ
ま
り
法
然
上
人
は
、
自
分
の
こ
と
を
脇
に
置
い
て
お
い
て
万
民

の
救
済
を
模
索
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
自
分
自
身
が
救
わ
れ

る
道
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
道
な
ん
だ
、
と
そ
の
よ
う

な
お
も
い
で
念
仏
の
教
え
に
巡
り
合
わ
れ
た
。
こ
こ
に
ブ
ッ
ダ
と
は

異
な
る
法
然
上
人
の
人
間
観
、
あ
る
い
は
平
等
性
の
希
求
が
確
認
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
末
法
の
世
に
自
力
で
は
覚
り
が
開
け
な
い
凡
夫
で
も
実

践
で
き
る
行
と
し
て
、
法
然
上
人
は
念
仏
に
行
き
つ
か
れ
ま
し
た
。

一
部
の
金
持
ち
や
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
覚
り
を
開
い
た
り
、
救

済
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
教
え
に
普
遍
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
も
が

実
践
で
き
る
行
は
易
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
実
践
し

や
す
い
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
は
仏
に
よ
っ
て

保
証
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
行
で
あ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

安
か
ろ
う
、
悪
か
ろ
う
で
は
駄
目
で
、
簡
単
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
き
っ
ち
り
と
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
行
で

あ
る
、
そ
う
い
う
保
証
書
、
お
墨
付
き
が
あ
る
行
で
あ
っ
て
、
初
め

て
優
れ
た
行
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

私
が
申
す
ま
で
も
な
く
、『
選
択
集
』
第
三
章
に
お
い
て
、「
ど
う

し
て
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
真
意
、

測
り
が
た
し
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、
勝
・
劣
、
あ
る
い
は
難
・

易
と
い
う
対
立
軸
で
法
然
上
人
は
答
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
も
ご
承
知
な
の
で
省
略
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
や
は
り
私
が
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
平

等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
」
と
い
う
、
仏
の
慈
悲
の
平
等
性
が
根
底
に

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
念
仏
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う

い
う
思
い
が
法
然
上
人
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点

で
す
。

　

と
に
か
く
、「
す
べ
て
の
人
が
平
等
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
法
然

上
人
が
行
を
模
索
す
る
出
発
点
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
側
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か
ら
人
間
を
見
ま
す
と
、
そ
の
善
行
、
悪
行
あ
る
い
は
機
根
に
大
き

な
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
法
然
上
人
の
人
間
観

の
特
徴
は
、
人
間
を
人
間
の
側
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
の
側

か
ら
見
て
い
る
こ
と
で
す
。
仏
の
側
か
ら
す
る
と
、
人
間
同
士
が
大

き
な
差
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
も
う
無
に
等
し
い
差
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
に
人
間
を
凡
夫
と
し
て
一
元
的
に
捉
え
る
、
そ
う
い
う
視
点
が

法
然
上
人
に
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
側
か
ら
は
な
か
な
か
出
て
来
な

い
視
点
で
あ
り
ま
す
し
、
や
は
り
仏
の
側
に
視
点
を
移
し
た
と
き
に
、

人
間
は
す
べ
て
凡
夫
だ
と
い
う
視
点
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
然
上
人
の
そ
の
平
等
性
を
考
え

る
う
え
で
、
一
つ
問
題
提
起
と
い
う
か
、
皆
さ
ん
自
身
に
も
考
え
て

い
っ
て
ほ
し
い
、
ま
た
僕
自
身
も
ま
だ
答
え
が
出
て
い
な
い
点
に
つ

い
て
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
往
生
す
る
前
、
要
す
る
に
現
世
で
の
平
等
性
で
あ
り
ま

す
。「
往
生
」
と
い
う
点
で
、
人
間
は
皆
凡
夫
で
あ
っ
て
、
念
仏
に

よ
っ
て
皆
平
等
に
往
生
で
き
る
、
こ
れ
が
法
然
浄
土
教
の
大
前
提
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
宗
教
的
な
平
等
性
は
い
っ
た
い
歴
史
的

に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
歴
史
学
者
の
平
雅
行

先
生
が
指
摘
す
る
法
然
浄
土
教
の
歴
史
的
意
義
を
少
し
参
考
に
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
中
世
の
日
本
の
仏
教
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
鎌

倉
仏
教
以
前
の
仏
教
を
顕
密
仏
教
と
い
う
形
で
と
ら
え
、
そ
の
研
究

が
非
常
に
重
要
性
を
増
し
て
い
ま
す
。
顕
密
仏
教
は
、
荘
園
制
度
に

民
衆
を
縛
り
付
け
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
仏
教
を
利
用
し
た
、

つ
ま
り
顕
密
仏
教
は
、
庶
民
の
労
働
が
殺
生
に
つ
な
が
る
と
し
て
労

働
罪
業
説
を
唱
え
、
そ
の
贖
罪
と
し
て
寺
社
に
結
縁
奉
仕
さ
せ
、
そ

し
て
民
衆
を
呪
縛
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
顕
密
仏
教
は
、

多
様
な
人
間
の
存
在
を
認
め
、
多
様
な
人
間
に
応
じ
て
、
多
様
な
教

え
や
多
様
な
行
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
わ
け
で
す
が
、
法
然
上
人
の

選
択
本
願
念
仏
の
教
え
は
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
人
間
を
「
凡
夫
」

と
し
て
一
元
化
し
、
そ
し
て
そ
の
凡
夫
が
救
済
さ
れ
る
教
え
も
「
選

択
本
願
念
仏
」
に
一
元
化
し
、
そ
し
て
諸
行
往
生
を
完
全
に
否
定
し

た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
諸
行
往
生
を
完
全
に
否
定
し
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
は

学
会
で
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
深

入
り
は
し
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
法
然
浄
土
教
は
、
支
配
者
も
被
支
配

者
も
共
に
凡
夫
と
い
う
劣
機
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
平
等
で
あ
っ
て
、

こ
と
さ
ら
に
被
支
配
者
の
み
が
労
働
罪
業
説
で
苦
し
む
必
要
は
な
く
、

皆
、
念
仏
で
往
生
で
き
る
と
説
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
法
然
浄
土
教
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は
い
わ
れ
の
な
い
呪
縛
か
ら
民
衆
の
心
を
解
放
し
、
そ
し
て
荘
園
制

の
社
会
の
な
か
で
は
、「
神
仏
に
よ
る
民
衆
支
配
」
を
解
体
す
る
も

の
と
し
て
機
能
を
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
法
然
上
人
の
教
え
は
、
荘
園

社
会
と
い
う
当
時
の
経
済
基
盤
を
根
底
か
ら
覆
す
思
想
で
あ
っ
た
た

め
、
顕
密
仏
教
な
ら
び
に
朝
廷
は
過
剰
な
ま
で
に
法
然
上
人
を
攻
撃

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
度
重
な
る
法
難
が
如
実
に

物
語
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
し
こ
こ
に
法
然
浄
土
教
の
歴
史
的

意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
平
等
性

の
達
成
は
、
現
世
に
お
け
る
現
実
的
平
等
性
の
達
成
を
意
味
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

今
、
私
は
浄
土
宗
の
社
会
福
祉
推
進
委
員
会
の
委
員
を
し
て
い
る

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
宗
が
社
会
福
祉
を
推
進
す
る
根
拠
が
い
っ

た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
苦
慮
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
内
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
で
す
が
、
そ
の
根
拠
を
法
然
上
人
の
「
異
類
の
助
業
」
に
求
め

る
考
え
方
が
あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
同
類
で
は
な
く
異
類
、
し

か
も
正
定
の
業
で
は
な
く
助
業
と
な
る
と
、
本
当
に
端
っ
こ
の
端
っ

こ
に
そ
の
推
進
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
も
う
少
し
違
う
点

に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
宗
教
的
な
平
等
の
達
成
が
現
実
的
平
等
性
の
達
成
と
同
義
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
然
浄
土
教
の
歴
史
的
意
義
こ
そ
、
浄
土
宗
が

積
極
的
に
社
会
福
祉
を
推
進
す
る
根
拠
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
の
考
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
浄
土
宗
の
教

義
は
念
仏
往
生
で
す
の
で
、
社
会
的
に
い
ろ
ん
な
活
動
を
す
る
こ
と

が
見
落
と
さ
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
法
然
上
人

の
教
え
が
社
会
を
変
革
さ
せ
た
パ
ワ
ー
、
力
に
視
点
を
移
し
ま
す
と
、

社
会
福
祉
と
い
う
狭
い
枠
で
は
な
く
、
こ
れ
が
社
会
参
加
型
の
仏
教

に
一
歩
踏
み
出
し
て
い
く
一
つ
の
根
拠
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

と
も
か
く
、
ブ
ッ
ダ
は
「
努
力
な
ら
誰
に
で
も
で
き
る
」
と
い
う

点
で
人
間
の
平
等
性
を
見
い
だ
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
し
、

一
方
、
法
然
上
人
の
場
合
は
、
末
法
と
い
う
時
代
を
背
景
に
「
称
名

念
仏
な
ら
誰
に
で
も
で
き
る
」、
そ
し
て
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
優
れ
た
行
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
間
の
平
等
性

を
見
た
と
言
え
ま
す
。
地
域
と
時
代
が
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

ブ
ッ
ダ
も
法
然
上
人
も
人
間
の
平
等
性
を
と
こ
と
ん
追
求
し
て
、
そ

し
て
す
べ
て
の
人
間
に
実
践
可
能
な
道
を
提
示
し
た
と
言
う
こ
と
が

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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袖
山　

平
岡
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

人
生
と
は
不
条
理
そ
の
も
の
と
い
う
捉
え
方
、
そ
う
い
っ
た
場
面

に
私
ど
も
は
度
々
直
面
す
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ブ

ッ
ダ
の
人
間
観
、
そ
し
て
法
然
上
人
の
人
間
観
を
宗
教
的
平
等
性
と

い
う
切
り
口
で
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
ま
た
、
今
日
的
な
課
題
と
い
た
し
ま
し
て
、
法
然
浄
土
教

の
宗
教
的
平
等
性
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
歴
史
的
な
意
義
こ
そ
が
今

日
の
浄
土
宗
に
お
け
る
社
会
福
祉
推
進
の
根
拠
に
な
り
得
る
の
で
は

な
い
か
、
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い

っ
た
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
問
題
提
起
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
平
岡

先
生
の
ご
発
表
に
対
し
て
、
清
水
、
安
永
両
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
を

頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
法
式
教
師
会
の
清
水
先
生
か

ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　　

清
水　

失
礼
を
い
た
し
ま
す
。
法
式
教
師
会
の
清
水
で
ご
ざ
い
ま

す
。
今
、
平
岡
先
生
か
ら
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
行
為
や
平
等
と
い

う
お
話
が
出
て
き
た
ん
で
す
が
、
今
、
ち
ょ
っ
と
思
い
か
か
っ
た
の

が
、
京
都
で
タ
ク
シ
ー
使
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

　

市
内
で
作
務
衣
姿
で
乗
っ
た
り
、
普
通
の
服
で
も
こ
の
短
い
頭
で

乗
っ
て
い
た
り
す
る
と
運
転
手
さ
ん
に
「
お
寺
さ
ん
で
し
ょ
う
？
」

っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。「
そ
う
で
す
」
と
答
え
ま
す
と
「
宗
派

当
て
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
言
わ
れ
、「
和
尚
さ
ん
、
浄
土
宗
か
真
言

宗
で
し
ょ
う
？
」
っ
て
言
わ
は
る
ん
で
す
ね
。「
な
ん
で
分
か
る
ん

で
す
か
」
と
尋
ね
ま
す
と
、「
お
話
の
端
々
で
分
か
り
ま
す
。
上
か

ら
目
線
で
も
の
を
言
う
宗
派
と
寄
り
添
っ
て
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に

親
し
く
話
し
掛
け
る
宗
派
と
分
か
れ
ま
す
」
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。

「
そ
の
と
お
り
。
浄
土
宗
で
す
。
知
恩
院
さ
ん
で
す
わ
」
っ
て
答
え

ま
す
と
、「
や
っ
ぱ
り
。
私
、
そ
う
思
い
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。

　

や
は
り
目
線
の
問
題
と
い
う
の
は
あ
っ
て
、
寄
り
添
わ
な
け
れ
ば

宗
教
は
成
り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
平
岡
先
生
の
話
を
聞
い
て
い

て
、
行
為
と
か
平
等
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
き
ま
し
た
の
で
、

ち
ょ
っ
と
思
い
当
た
り
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
な
か
な
か
聞
け
な
い
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
安
永
先
生
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

安
永　

浄
土
宗
布
教
師
会
の
安
永
と
申
し
ま
す
。
平
岡
先
生
の
お
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話
を
聞
き
ま
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
「
努
力
な
ら
誰
に
で
も
で
き

る
」、
法
然
上
人
は
「
称
名
念
仏
な
ら
誰
に
で
も
で
き
る
」
と
。
こ

の
人
間
観
か
ら
見
ま
し
て
、
平
等
性
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、

布
教
す
る
う
え
で
は
、
大
変
大
事
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
お
釈

迦
さ
ま
と
法
然
上
人
の
違
い
は
、
お
釈
迦
さ
ま
は
万
人
救
済
の
た
め

に
平
等
を
求
め
て
い
か
れ
た
の
に
対
し
、
法
然
上
人
は
自
分
が
凡
夫

で
あ
る
こ
と
に
中
心
を
置
か
れ
て
一
切
の
平
等
性
を
求
め
ら
れ
た
こ

と
で
す
。
こ
こ
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
凡
入
報
土
に
お
き

ま
し
て
、
一
切
の
平
等
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
本
願
の
お
念
仏
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
、
こ
う
感
じ
な
が
ら
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
安
永
先
生
の
語
り
口
で
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
そ
の
ま
ま
ス
ッ
と
入
っ
て
く
る
よ
う
な

気
が
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
お
二
人
の
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
次
へ
進
ん
で
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、

引
き
続
き
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
布
教
師
会
の
安
永
先
生
よ
り
「
立

教
開
宗
の
精
神
を
い
か
に
し
て
伝
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
ご
発
表

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

安
永　

は
い
、
続
け
て
失
礼
い
た
し
ま
す
。「
立
教
開
宗
の
精
神

を
い
か
に
し
て
伝
え
る
か
」
法
然
上
人
の
伝
記
に
は
善
導
大
師
の

『
観
経
疏
』
の
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
の
一
文
、
い
わ
ゆ
る
開
宗

の
御
文
に
出
会
っ
て
感
激
さ
れ
て
お
る
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

予
が
如
き
の
下
機
の
行
法
は
、
阿
弥
陀
仏
の
法
蔵
因
位
の
昔
、

か
ね
て
定
め
置
き
た
る
る
を
や
と
、
高
声
に
唱
え
て
歓
悦
髄
に

徹
り
、
落
涙
千
行
な
り
き
。
終
に
承
安
五
年
乙
丑
の
春
、
齢
四

十
三
の
時
た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
す
て
て
一
向
専
修
念
仏
門
に

入
り
て
、
始
め
て
六
万
辺
を
唱
う
。（『
昭
法
全
』
七
三
三
）

「
落
涙
千
行
な
り
き
」
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
千
の
筋
の
涙
、

ど
ん
な
涙
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
幼
い
と
き
に
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
と
別
れ
、
時
国
公
が
「
自
ら
の
解
脱
を
求
め
よ
」
と
い
っ

た
遺
言
を
四
十
三
歳
で
よ
う
や
く
約
束
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

私
が
み
ん
な
を
救
う
こ
と
は
無
理
だ
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
お

念
仏
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
三
学
非
器
の
私
が
救
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な
も
救
わ
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な

思
い
に
よ
っ
て
千
の
筋
と
な
っ
て
涙
が
流
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

布
教
す
る
う
え
で
は
、
や
は
り
そ
こ
に
共
感
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
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せ
ん
し
、
拝
読
す
る
に
し
て
も
共
感
が
な
け
れ
ば
気
持
ち
が
入
ら
な

い
と
思
う
ん
で
す
。
開
宗
の
御
文
で
あ
れ
ば
「
一
心
専
念
弥
陀
名

号
」
ま
た
「
浄
土
宗
を
立
つ
る
心
は
、
凡
夫
の
報
土
に
生
ま
る
る
こ

と
を
示
さ
ん
が
た
め
な
り
」
な
ど
、
敬
っ
て
讃
え
て
、
讃
題
を
唱
え

る
と
き
に
法
然
上
人
を
鑚
仰
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
よ
く

浄
土
宗
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
、
こ
の
共
感
が
ま
ず
大
切
な
ん
で
す
。

法
然
上
人
の
普
段
の
教
化
に
お
い
て
も
、
善
導
大
師
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
か
ら
我
々
は
生
死
解
脱
で
き
る
ん
だ
よ
、
と
涙
な
が
ら
に
お
っ

し
ゃ
り
、
近
く
に
い
た
弟
子
の
聖
光
房
や
、
法
力
房
、
安
楽
房
が
そ

の
涙
で
ま
た
自
分
も
泣
い
て
、
信
心
が
増
し
た
、
深
ま
っ
た
と
言
う

ん
で
す
か
ら
。

　

さ
て
今
回
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、「
凡
入
報
土
の
教
え
」

で
あ
り
ま
す
。
様
々
な
文
献
を
見
ま
す
と
法
然
上
人
に
は
い
ろ
ん
な

人
柄
に
示
さ
れ
た
御
法
語
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

　

資
料
に
「
対
機
説
法
～
教
化
方
法
の
消
息
～
」
と
記
し
て
お
き
ま

し
た
。
御
法
語
に
は
、
立
教
開
宗
の
精
神
が
込
め
ら
れ
た
も
の
が
い

っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
特
に
消
息
は
、
そ
の
方
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
す
。
今
、
私
た
ち
が
御
法
語
と
し
て
お
勤
め
の
な
か
で
拝
読
し

て
い
る
も
の
、
特
に
知
恩
院
さ
ま
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
『
元
祖
大

師
御
法
語
』
前
編
・
後
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
消
息
が
多
い

で
す
。
太
胡
太
郎
、
津
戸
三
郎
、「
浄
土
宗
略
抄
」
な
ど
は
、
個
人

に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
が
、
ほ
か
の
人
た
ち
に
も
共
感
で
き
る
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
う
や
っ
て
今
、
我
々
も
御
法
語
と
し
て
拝
読
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
特
に
『
一
枚
起
請
文
』
に
次
い
で
皆
さ
ん
が
拝
読
し
て

い
る
、『
一
紙
小
消
息
』（『
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
』）
は
、

『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
に

別
し
て
此
の
御
法
語
は
、
万
機
普
益
超
世
本
願
の
蘊
奥
を
あ
ら

わ
し
、
順
次
往
生
掌
を
さ
す
如
く
示
し
玉
ひ
し
故
、
宗
門
相
傳

の
口
訣
に
も
選
用
す
る
、
最
極
至
要
の
御
法
語
な
り
。（
中
巻
）

と
あ
り
、
こ
れ
は
み
ん
な
が
救
わ
れ
て
い
く
万
機
普
益
の
こ
の
本
願

の
教
え
が
ち
ゃ
ん
と
示
さ
れ
て
い
て
、「
最
極
至
要
の
御
法
語
な
り
」

と
お
薦
め
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
単
な
る
お
手
紙
じ
ゃ
な
い
わ
け
で

す
。

　

次
に
記
し
た
「
普
遍
的
な
教
示
」
は
、
浄
土
宗
の
教
え
、「
三
部

経
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
善
導
大
師
の
信
機
信
法
を
踏
ま
え
て

書
か
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
御
法
語
に
も
共
通
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
注
目
し
て
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
資
料
の

三
つ
め
に
記
し
ま
し
た
「
個
別
的
な
教
示
」
で
す
。
こ
こ
に
さ
き
ほ
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ど
平
岡
先
生
が
お
話
し
さ
れ
て
い
ま
し
た
法
然
上
人
の
人
間
観
、
平

等
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

個
別
的
な
お
手
紙
で
す
か
ら
、
相
手
の
能
力
や
素
質
、
置
か
れ
て

い
る
立
場
な
ど
を
踏
ま
え
て
示
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
が

こ
こ
で
一
番
注
目
し
た
い
の
が
、
当
時
の
社
会
の
身
分
で
す
。
法
然

上
人
が
浄
土
宗
を
開
か
れ
る
前
、
当
時
の
仏
教
は
貴
族
中
心
で
、
偉

い
お
坊
さ
ん
方
は
そ
う
い
う
貴
族
の
方
々
と
の
交
流
が
多
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
で
も
、
法
然
上
人
は
そ
の
よ
う
な
貴
族
と
か
、
天
皇
、
法

王
、
ま
た
公
卿
、
大
臣
の
枠
を
超
え
て
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
り
、

そ
れ
が
現
在
、
御
法
語
と
し
て
残
っ
て
い
る
点
に
、
私
は
平
等
性
を

感
じ
て
い
る
ん
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
の
枠
を
超
え
た
身
分
と
い
っ
た
ら
、
武
士
、
商
人
と
か

女
性
、『
行
状
絵
図
』
か
ら
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
遊
女
、
漁
師

な
ど
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
昔
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
残
っ

て
い
な
い
お
手
紙
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

津
戸
三
郎
や
熊
谷
次
郎
直
実
が
、
武
蔵
国
で
お
念
仏
に
励
ん
で
い

る
と
、
修
行
も
し
て
い
な
い
し
、
学
問
も
修
め
て
い
な
い
よ
う
な
者

が
法
然
上
人
の
教
え
を
好
き
勝
手
に
広
め
て
い
る
と
回
り
の
人
か
ら

思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
法
然
上
人
に
送
っ

た
手
紙
の
返
事
の
一
つ
が
『
津
戸
三
郎
へ
つ
か
わ
す
御
返
事
』
で
す
。

無
智
の
人
に
こ
そ
、
機
縁
に
し
た
が
い
て
念
仏
を
ば
す
す
む
る

事
に
て
あ
れ
と
申
し
候
な
る
事
は
、
も
ろ
も
ろ
の
僻
事
に
て
候
。

阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ち
か
い
に
は
、
有
智
無
智
を
も
え
ら
ば
ず
、

持
戒
破
壊
を
も
き
ら
わ
ず
、
仏
前
仏
後
の
衆
生
を
も
え
ら
ば
ず
、

在
家
出
家
の
人
を
も
き
ら
わ
ず
、
念
仏
往
生
の
誓
願
は
平
等
の

慈
悲
に
住
し
て
お
こ
し
給
い
た
る
事
に
て
候
え
ば
、
人
を
き
ら

う
事
は
、
ま
た
く
候
わ
ぬ
な
り
。（『
昭
法
全
』
五
七
一
頁
）

こ
の
な
か
で
は
、
そ
の
人
の
機
根
や
有
智
・
無
智
に
従
っ
た
お
念
仏

を
勧
め
て
い
る
と
い
う
話
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
法
然
上
人
は
、

懇
切
丁
寧
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
僻
事
な
り
」
と
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。「
念
仏
往
生
の
誓
願
は
平
等
の
慈
悲
に
住
し
て
お
こ

し
給
い
た
る
事
に
て
候
え
ば
、
人
を
き
ら
う
事
は
、
ま
た
く
候
わ
ぬ

な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
法
然
上
人
の
平
等

性
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
機
根
を
選
ば
な
い
阿
弥
陀
さ
ま
の

平
等
の
慈
悲
を
き
ち
っ
と
示
し
て
教
化
を
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

　

続
い
て
熊
谷
次
郎
直
実
と
法
然
上
人
と
の
や
り
と
り
の
な
か
に
は
、

ま
め
や
か
に
、
一
心
に
三
万
五
万
、
念
仏
を
つ
と
め
さ
せ
た
ま

わ
ば
、
少
々
戒
行
や
ぶ
れ
さ
せ
お
わ
し
ま
し
候
と
も
、
往
生
は

そ
れ
に
は
よ
り
候
、
ま
じ
き
こ
と
に
候
。（『
昭
法
全
』
五
三
六
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頁
）

と
も
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、

孝
養
の
行
は
、
仏
の
本
願
の
行
に
て
は
候
ね
ど
も
、
八
十
九
に

て
お
わ
し
ま
し
候
な
り
。
あ
い
か
ま
え
て
こ
と
し
な
ん
ど
を
ば
、

ま
ち
ま
い
ら
せ
さ
せ
、
お
わ
し
ま
せ
か
し
と
お
ぼ
え
候
、
あ
な

か
し
こ
あ
な
か
し
こ
。（『
昭
法
全
』
五
三
六
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
直
実
公
に
、
罪
の
軽
い
重

い
は
関
係
な
い
か
ら
お
念
仏
申
し
な
さ
い
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
よ

う
な
者
を
嫌
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
を
含
め
凡
夫
で
あ
る
皆
が

本
願
に
乗
じ
て
往
生
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
正
意
で

あ
る
と
ま
で
申
し
て
い
る
ん
で
す
。「
鬼
の
熊
谷
」
と
ま
で
言
わ
れ

た
直
実
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
平
等
の
慈
悲
を
い
た
だ
き
、
さ
め
ざ
め

泣
き
な
が
ら
お
念
仏
を
称
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
鬼
の
目
に
も

涙
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
説
話
は
布
教
で
よ
く
使
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
申
し

た
い
の
は
、「
孝
養
の
行
は
、
仏
の
本
願
の
行
に
て
は
候
ね
ど
も
」

と
あ
り
、
そ
の
人
柄
に
応
じ
て
お
念
仏
を
称
え
な
さ
い
と
す
す
め
て

て
い
る
部
分
で
す
。『
一
紙
小
消
息
』
に
は
「
小
罪
を
も
犯
さ
じ
と

思
ふ
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
は
直
実
に
対
し

て
、「
や
や
戒
も
犯
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
救

う
て
く
だ
さ
る
」
と
示
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
相
手
の
立
場
を
踏

ま
え
て
示
さ
れ
る
言
葉
の
な
か
に
法
然
上
人
の
優
し
さ
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

　

次
に
『
正
如
房
へ
つ
か
わ
す
御
文
』
で
す
。
先
の
二
つ
と
少
し
違

う
の
が
、
津
戸
三
郎
や
熊
谷
直
実
と
比
べ
て
社
会
的
身
分
が
高
い
方

へ
宛
て
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
貴
族
社
会
中
心
の
お
坊
さ
ん

で
あ
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
方
だ
け
を
大
事
に
す
る
で
し
ょ
う
ね
。
正

如
房
と
の
お
手
紙
の
や
り
と
り
で
は
、
仏
さ
ま
の
よ
う
な
平
等
の
お

慈
悲
、
優
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

つ
ね
に
御
目
を
ふ
さ
ぎ
、
掌
を
あ
わ
せ
て
、
御
心
を
し
ず
め
て
、

お
ぼ
し
め
す
べ
く
候
。
願
わ
く
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
あ
や
ま
た

ず
、
臨
終
の
時
か
な
ら
ず
わ
が
前
に
現
じ
て
、
慈
悲
を
く
わ
え

た
す
け
て
、
正
念
に
住
せ
し
め
た
ま
え
と
、
御
心
に
お
ぼ
し
め

し
て
、
口
に
も
念
仏
申
さ
せ
た
も
う
べ
く
候
。（『
昭
法
全
』
五

四
六
頁
）

正
如
房
は
法
然
上
人
に
会
い
た
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
法
然
上
人
は

お
念
仏
申
す
か
ら
、
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

そ
れ
で
津
戸
三
郎
や
熊
谷
直
実
と
同
じ
よ
う
に
手
紙
で
仏
さ
ま
の
平

等
の
慈
悲
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

後
白
河
法
皇
の
皇
女
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
然
上
人
は
き
っ
と
周
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り
に
は
お
坊
さ
ん
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
、「
そ

の
よ
う
な
お
坊
さ
ん
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
善
知
識

に
し
な
さ
い
」
と
示
さ
れ
た
こ
と
も
よ
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
法
然
上
人
ご
自
身
の
仏
さ
ま
の
よ
う
な
大
き
な
平
等
性
、

ま
た
優
し
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

津
戸
三
郎
や
熊
谷
直
実
に
し
て
も
、
正
如
房
に
し
て
も
、
自
分
が

凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、
ま
た
後
生
を
恐
れ
て
い
た
た
め
、
法
然

上
人
に
す
が
り
、
お
念
仏
の
教
え
を
い
た
だ
か
れ
て
、
南
無
阿
弥
陀

仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
い
か
れ
ま
す
。

　

現
代
で
布
教
の
場
に
行
っ
た
と
き
、
聴
衆
の
な
か
で
「
こ
の
私
が

救
わ
れ
る
教
え
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
救
い
を
求
め
て
お
寺
へ
来

て
い
る
方
が
ど
れ
だ
け
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か

ら
、
凡
夫
の
自
覚
を
ど
う
促
す
か
、
こ
れ
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
布
教
の
泰
斗
が
多
く
の
例
話
や
比
喩
を
示
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

　
「
無
力
で
弱
い
存
在
の
わ
が
身
」
と
い
っ
た
切
り
口
も
大
変
大
事

な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
聖
道
門
の
学
問
も
修
め
、
九
州
随
一
の
油
山

の
学
頭
に
な
ら
れ
た
聖
光
上
人
で
さ
え
も
、
異
母
兄
弟
で
あ
る
三
明

房
が
倒
れ
、
苦
し
み
悶
え
た
と
き
に
衝
撃
が
走
っ
た
と
言
い
ま
す
。

本
当
に
三
明
房
は
救
わ
れ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
私
も
救
わ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
思
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「《
苦
し
み
》《
悲
し
み
》
の
本
質
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な

い
」
と
い
う
点
も
あ
り
ま
す
。
キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー
の
説
話
に
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
を
亡
く
し
た
母
の
悲
し
み
は
、
お
釈
迦
さ

ま
の
時
代
も
今
の
時
代
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、

無
明
こ
そ
が
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
我
々
教
化
す
る
者
が
し

っ
か
り
と
踏
ま
え
て
お
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
真
っ
暗
な
無
明
根
本
と
す
る
凡
夫
が
最
高
の

報
土
に
行
け
る
お
念
仏
の
教
え
、
凡
入
報
土
の
価
値
転
換
を
ど
こ
に

見
出
す
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
は
「
知
識
偏
重
の
尺
度
で
優
劣
を
測
る
も
の
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は

「《
知
恵
を
極
め
る
仏
教
》
の
自
力
か
ら
《
救
い
を
求
め
る
仏
教
》
の

他
力
へ
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
大
変
難
し
い
と

こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
般
的
に
言
う
な
ら
ば
、
何
か
一
生
懸
命
修
行
を
し
た
と
か
、
滝

に
打
た
れ
た
ら
す
ご
い
功
徳
が
あ
る
と
か
、
す
ご
い
覚
り
が
あ
る
と

か
、
こ
う
い
う
見
方
を
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
は
、
法
然

上
人
が
浄
土
宗
を
開
か
れ
る
よ
り
以
前
は
、
観
想
の
念
仏
が
勝
れ
た

行
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
者
が
称
名
の
念
仏
を
行
じ
て
い
ま
し
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た
。
で
も
、
凡
入
報
土
の
み
教
え
は
、
勝
易
の
念
仏
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
価
値
を
し
っ
か
り
我
々
が
見
出
す
こ
と
が
大
事
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
確
か
に
聖
道
門
も
素
晴
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
行
う
こ
と
が
難
し

け
れ
ば
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
価
値
の
転
換

が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
六
日
の
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
に
「
中
学
入

試�

様
変
わ
り
」
と
題
し
、
私
立
中
学
の
入
試
問
題
が
多
様
化
し
て

い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
あ
る
中
学
の
入
試
の

模
擬
問
題
に
、「
富
士
山
の
登
山
に
必
要
な
食
事
や
持
ち
物
は
何

か
？
」
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
入
試
で
す
か

ら
、
昔
で
あ
れ
ば
知
識
が
試
さ
れ
る
設
題
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
で
は
、
判
断
力
と
か
思
考
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
時
代
は
こ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
い
う
価
値
転
換
で
し

ょ
う
ね
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
富
士
山
に
登
る
に
は
脚
力
と
か
気
圧
対

策
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
い
た
り
、
体
力
を
鍛
え
て
お
か

な
い
い
と
い
け
な
い
と
考
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
あ
る
テ

レ
ビ
番
組
で
こ
の
新
聞
記
事
を
取
り
上
げ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
若
新
雄
純
先
生
は
、
ち
ょ
っ
と
面
白
い
こ
と
を

言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
若
新
先
生
は
、
自
分
で
あ
れ
ば
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
で
行
く
と
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
登
山
」
と
い
う
か

ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
議
論
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
こ
れ

こ
そ
、
一
つ
価
値
の
転
換
で
す
。
自
分
の
足
で
は
無
理
だ
、
で
も
富

士
山
に
登
る
こ
と
が
目
的
な
ら
ば
、
自
分
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
行
く

と
言
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

法
然
上
人
は
『
浄
土
宗
略
抄
』
の
な
か
で
、

こ
の
ご
ろ
の
わ
れ
ら
は
、
知
恵
の
眼
を
し
い
て
、
行
法
の
足
折

れ
た
る
と
も
が
ら
な
り
。
聖
道
難
行
の
け
わ
し
き
路
に
は
、
惣

じ
て
望
み
を
断
つ
べ
し
。
た
だ
弥
陀
の
船
に
の
り
て
、
生
死
の

海
を
わ
た
り
、
極
楽
の
岸
に
つ
く
べ
き
な
り
。（『
昭
法
全
』
五

九
一
頁
）

と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
弥
陀
の
船
に
の
り
て
、
極
楽
、
つ
ま
り

最
高
の
報
土
の
岸
に
つ
く
べ
き
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
価
値
転
換
を

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
南
無
阿

弥
陀
仏
こ
の
お
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
立
教
開
宗
の
精
神
を
伝
え
て
い
る
こ
と

に
な
る
ん
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

短
い
時
間
で
し
た
が
、
発
表
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

袖
山　

安
永
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
、
特
に
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法
然
上
人
の
御
消
息
、
お
手
紙
に
着
目
を
し
た
ご
発
表
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ご
提
示
い
た
だ
き
ま
し
た
『
津
戸
三
郎
へ
つ
か
わ
す
御
返

事
』
の
な
か
に
、「
念
仏
往
生
の
誓
願
は
平
等
の
慈
悲
に
住
し
て
お

こ
し
た
給
い
た
る
事
に
て
候
え
ば
、
人
を
き
ら
う
事
は
、
ま
た
く
候

わ
ぬ
な
り
」
と
い
う
一
節
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
平
岡
先
生
の
ご
発
表

を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
法
然
上
人
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
の
事

情
を
抱
え
、
不
条
理
な
人
生
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
を
嫌
う
こ
と
な

く
、
一
人
一
人
に
向
き
合
っ
て
く
だ
さ
る
平
等
の
慈
悲
こ
そ
が
、
宗

教
的
平
等
性
の
根
源
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
、
聞
か
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

安
永
先
生
の
ご
発
表
に
対
し
ま
し
て
、
平
岡
先
生
、
そ
し
て
清
水

先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　　

平
岡　

は
い
、
ご
発
表
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
精
神
を
い

か
に
し
て
伝
え
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
テ
ク
ニ
カ

ル
な
話
に
置
き
換
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
先
生
に
ご
指
摘
い
た

だ
い
た
よ
う
に
、
や
は
り
根
本
は
法
然
上
人
の
開
宗
ま
で
の
ご
苦
難
、

そ
れ
か
ら
開
宗
の
御
文
そ
の
も
の
に
出
会
わ
れ
た
喜
び
を
共
感
す
る

こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

法
然
上
人
が
法
難
に
遭
い
な
が
ら
も
、
自
説
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
己

が
信
じ
る
こ
と
を
突
き
通
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
ど
れ
だ
け
私
た
ち

は
共
感
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
テ
ク
ニ
カ
ル
な
こ
と

は
二
の
次
か
な
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
し
、
こ
こ
が
布
教
の

基
本
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
の
発
表
に
絡
め
て
言
い
ま
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
御

消
息
を
紹
介
し
て
い
た
だ
く
な
か
で
、
さ
き
ほ
ど
清
水
先
生
も
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
上
か
ら
目
線
で
は
な
く
、「
同
じ
凡
夫
な
ん
だ

よ
」
と
い
う
視
点
か
ら
お
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で

き
た
こ
と
が
、
私
と
し
て
も
大
変
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
い
て
清
水
先
生
コ
メ
ン

ト
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

清
水　

次
に
発
表
が
控
え
て
い
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
言
え
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、「
現
代
人
に
、
凡
夫
の
自
覚
を
ど
の
よ
う
に
促
す

か
」
と
い
う
点
は
、
私
が
次
に
申
し
上
げ
る
こ
と
に
続
く
課
題
を
与

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
か
な
か
若
い
世
代
の
人
が
親
の
法
事
を

し
な
い
、
葬
式
も
家
族
葬
で
済
ま
す
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
な
か
で
、

今
、
高
齢
化
社
会
か
ら
変
わ
っ
て
多
死
社
会
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
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切
り
込
む
き
っ
か
け
は
何
か
あ
る
か
な
と
。

　

若
い
世
代
の
人
は
、
初
詣
と
か
ク
リ
ス
マ
ス
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

お
寺
へ
は
な
か
な
か
近
づ
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
お
寺
さ
ん
の
話
を
聞

く
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
と
な
る
と
、
や
は
り
身
内

の
死
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な

っ
た
、
親
が
亡
く
な
っ
た
、
そ
う
い
う
と
き
に
こ
そ
念
仏
の
話
を
す

る
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。
凡
夫
の
自
覚
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
仏
教
に
触
れ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
大
事
で
は
な
い
か
、

そ
の
よ
う
に
思
い
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

袖
山　

身
内
の
死
こ
そ
、
仏
教
に
触
れ
る
ま
ず
も
っ
て
の
機
会
で

あ
る
、
そ
う
い
う
コ
メ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
引
き
続
き
ま
し
て
、

法
式
教
師
会
、
清
水
先
生
の
ご
発
表
、「
浄
土
立
教
開
宗
の
精
神　

演
法
施
と
本
堂
荘
厳
」
よ
ろ
し
く
ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

清
水　

お
時
間
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。
法
式
教
師
会
の
清
水
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

黒
谷
に
勤
め
ま
し
て
十
三
年
経
つ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
務

部
長
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
目
標
が
八
〇
〇
年
遠
忌
に

向
け
て
大
殿
に
幢
幡
を
つ
り
た
い
、
御
廟
が
あ
ま
り
に
汚
か
っ
た
の

で
御
廟
を
美
し
く
し
た
い
と
、
そ
れ
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
引

き
受
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
執
事
の
職
を
暦
一
巡
り
以
上
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

傍
ら
大
阪
教
区
法
楽
寺
で
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。
住
職
を
し
て

お
り
ま
す
と
皆
さ
ん
私
を
「
清
水
さ
ん
」
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。
村
の

人
は
「
お
っ
さ
ん
」
と
呼
び
ま
す
し
、
隣
近
所
の
お
寺
さ
ん
、
門
中

さ
ん
か
ら
は
「
法
楽
寺
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
人
間
誰
し
も
自
分

ほ
ど
大
事
な
者
は
い
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
と
法
楽
寺
は
一

体
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
法
楽
寺
を
大
事
に
す
る
、
法
楽
寺
を
き
れ

い
に
保
つ
こ
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
館
、
法
然
上
人
の
念
仏
道
場

を
お
預
か
り
し
て
い
る
、
そ
の
勤
め
と
し
て
お
仕
え
を
し
て
い
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
面
、
現
在
も
教
師
養
成
道
場
が
開
筵
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
式

を
教
え
る
立
場
と
し
て
、
立
教
開
宗
の
こ
と
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

「
立
教
開
宗
の
文
」
こ
れ
は
法
式
と
し
て
は
外
せ
な
い
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま
が
た
の
お
寺
に
も
知
恩
院
さ
ん
の
『
元
祖
大
師

御
法
語
』
前
後
篇
が
あ
る
か
と
お
も
い
ま
す
が
、
そ
の
第
二
章
の
と

こ
ろ
に
立
教
開
宗
の
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
輪
読
さ
れ
て

い
る
方
も
あ
る
か
と
お
も
い
ま
す
。
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昭
和
四
九
年
の
開
宗
八
〇
〇
年
の
と
き
に
知
恩
院
で
は
ど
の
よ
う

に
お
勤
め
を
し
て
い
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
堂
と
御
廟
で
午

前
六
時
半
か
ら
後
夜
法
要
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
阿
弥
陀
経
、
自
信
偈

の
あ
と
に
立
教
開
宗
の
文
を
拝
読
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
殿

で
は
声
明
中
心
の
法
要
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
中
法
要
の

際
、
前
伽
陀
に
続
い
て
開
宗
の
文
を
拝
読
し
、
そ
れ
か
ら
梵
音
、
開

経
偈
、
阿
弥
陀
経
と
い
う
差
定
で
勤
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

法
要
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
と
こ
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
が
、

我
々
は
加
行
あ
る
い
は
璽
書
、
大
五
重
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
の
食
事

の
際
に
勤
め
ら
れ
る
食
作
法
（
非
時
食
）
の
釈
文
の
一
つ
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
食
作
法
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
食
へ
の
感
謝
と
施
物

へ
の
呪
願
の
祈
り
、
そ
れ
か
ら
施
餓
鬼
の
精
神
を
併
せ
持
つ
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
振
り
返
り
ま
す
と
、
私
は
住
職
し
て
二
十
五
年
ほ
ど

経
つ
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
住
職
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
時
期
に
村

の
自
治
会
が
新
生
活
運
動
と
い
う
も
の
を
推
し
進
め
ま
し
て
、
葬
儀

な
ど
の
際
は
、
香
典
返
し
を
や
め
る
、
茶
菓
接
待
を
し
な
い
、
脇
導

師
も
付
け
な
い
、
役
僧
を
出
す
の
も
自
治
会
で
制
限
す
る
、
も
う
一

カ
寺
浄
土
真
宗
の
お
寺
が
あ
る
ん
で
す
が
、
両
寺
の
諷
経
の
行
き
来

は
や
め
る
な
ど
、
勝
手
に
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
突
き
つ
け
ら
れ
ま
し

た
。

　

あ
く
ま
で
私
見
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
式
と
は
、「
信
仰
の
世

界
を
伝
え
て
い
く
も
の
」「
有
り
難
く
そ
れ
を
演
出
し
て
い
く
も
の
」、

ま
た
檀
信
徒
が
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
「
法
悦
の
手
助
け
と
な

る
も
の
」
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
節
目
、

節
目
に
な
る
と
、
何
か
新
し
い
も
の
が
で
き
な
い
か
と
発
案
さ
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
選
択
集
八
〇
〇
年
の
際
に
は
、

従
来
の
日
常
勤
行
式
に
手
を
加
え
る
、
訓
読
、
意
訳
を
す
る
と
い
う

こ
と
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
も
定
着
し

て
お
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
現
在
で
も
、
香
偈�

か
ら
送
佛
偈
ま
で
音

読
が
も
っ
と
も
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
知
恩
院
の
前
御
門
跡
・
坪
井
俊
映
猊

下
は
、「『
選
択
集
』
は
理
論
書
だ
」
と
い
う
持
論
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

『
選
択
集
』
を
法
要
に
活
用
す
る
の
は
難
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
本
日
九
月
六
日
は
坪
井
猊
下
の
ち
ょ
う
ど
七

年
目
の
祥
月
命
日
に
あ
た
り
ま
す
。

　

で
は
、『
選
択
集
』
を
法
要
に
活
か
す
の
が
難
し
い
と
な
れ
ば
、

法
然
上
人
の
精
神
を
法
要
の
な
か
で
い
た
だ
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。
当
時
、
総
合
研
究
所
の
所
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
藤
堂

恭
俊
台
下
が
「『
選
択
集
』
と
い
う
の
は
、
裃
を
着
た
法
然
上
人
で

あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
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先
ほ
ど
の
安
永
先
生
の
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
消
息
と
か
御
法
語
こ

そ
が
、「
普
段
着
の
法
然
上
人
」
で
あ
っ
て
、
御
法
語
を
法
要
の
な

か
で
活
用
し
て
檀
信
徒
に
伝
え
て
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
と
こ
の
二
人

の
大
僧
正
が
力
説
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
知
恩
院
の
『
元
祖
大
師
御
法
語
』
も
、
近
年
ひ
ら
が
な

交
じ
り
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。「
衆
生
、
仏
を
礼
す
れ
ば
」
と
い
う

よ
う
な
三
縁
の
親
縁
釈
な
ど
も
檀
信
徒
と
共
に
読
め
る
よ
う
に
な
れ

ば
、「
一
枚
起
請
文
」、「
一
紙
小
消
息
」、「
登
山
状
」
な
ど
と
共
に
、

檀
信
徒
教
化
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
開
宗
八
五
〇
年
に
つ
い
て
、
我
々
は
ど
う
し
て
も
机
の
上

で
ば
か
り
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
百
萬
遍

知
恩
寺
の
福
原
隆
善
台
下
は
、「
比
叡
山
に
一
回
も
登
っ
た
こ
と
が

な
い
、
元
黒
谷
を
一
回
も
尋
ね
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
人
が
、
法
然

上
人
語
れ
る
か
」
と
ご
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
寺
族
も
含
め
、

法
然
上
人
の
お
給
仕
を
す
る
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
仕
え
す
る
者
は
、

二
十
五
霊
場
ぐ
ら
い
は
巡
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
以
前
の
学

術
大
会
で
も
こ
の
席
で
僧
侶
の
資
質
向
上
に
つ
い
て
申
し
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
研
修
会
な
ど
机
の
上
で
学
ぶ
こ
と
も
大
事

で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
足
で
学
ぶ
こ
と
も
大
事
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
福
原
台
下
が
佛
教
大
学
に
在
職
さ
れ
て
お
ら
れ
た
と
き
は
、

毎
年
十
一
月
頃
に
学
生
を
連
れ
て
一
日
回
峰
を
実
行
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
朝
の
八
時
に
松
ノ
馬
場
と
い
う
駅
に
集
合
し
て
、
そ
れ
か
ら
比

叡
山
に
登
り
、
阿
闍
梨
さ
ん
の
所
で
お
話
を
聞
い
て
、
惠
心
堂
、
法

然
堂
も
お
参
り
し
て
、
夕
方
六
時
ま
で
一
日
約
三
十
キ
ロ
歩
い
て
坂

本
へ
降
り
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

法
式
の
立
場
と
し
て
は
、
法
然
上
人
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
と
を
主

眼
に
置
く
と
、
教
え
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
実

行
す
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
こ
か
に
飾
っ
て
お
く

た
め
に
あ
る
わ
け
で
も
、
論
文
を
書
く
た
め
に
あ
る
わ
け
で
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
の
教
え
は
、
実
行
す
る
た
め
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
思
っ
て
、
我
々
浄
土
宗
教
師
全
員
が
自
信
の
あ
る
念
仏
布
教

を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
見
な
が
ら
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

法
式
教
師
の
研
修
会
が
毎
年
ご
ざ
い
ま
す
が
、
十
数
年
前
、
あ
る

法
儀
司
の
先
生
と
私
で
施
餓
鬼
に
つ
い
て
の
見
解
が
異
な
り
、
激
論

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
施
餓
鬼
は
法
式
の
な
か
で
も
で
大
事
な

行
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
先
生
は
「
お
施
餓
鬼
は
、
先
祖
の
な
か

で
餓
鬼
道
に
落
ち
て
い
る
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
勤
め
る
ん

だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
私
が
「
そ
れ
は
違
い
ま
す
」
と
食
っ

て
か
か
っ
て
、
大
論
争
に
な
り
ま
し
た
。「
そ
ん
な
自
信
の
な
い
、
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先
祖
が
地
獄
や
餓
鬼
道
へ
落
ち
る
よ
う
な
引
導
は
授
け
る
べ
き
で
は

な
い
」
と
私
は
言
い
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
一
言
一
句
覚
え
て
お
り
ま

す
。
浄
土
宗
教
師
み
ん
な
が
自
信
の
あ
る
念
仏
布
教
を
す
れ
ば
、
開

宗
八
五
〇
年
の
目
標
は
こ
の
一
言
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
私

は
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
我
々
は
「
念
仏
は
あ
り
が
た
い
」
と
か
、「
易
行
易
修
で

あ
る
」
と
か
、
口
で
は
簡
単
に
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
檀

信
徒
や
若
い
教
師
の
卵
か
ら
「
和
尚
さ
ん
（
お
師
匠
さ
ま
）、
お
念

仏
っ
て
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
り
が
た
い
の
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
て
、
答

え
ら
れ
る
浄
土
宗
教
師
が
何
百
人
、
何
千
人
い
る
で
し
ょ
う
。
今
日
、

も
っ
と
も
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
そ
う
い
う
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。

足
で
学
び
ま
し
ょ
う
、
体
験
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
人
に
言
う

前
に
、
人
に
説
く
前
に
、
教
え
は
実
行
す
る
た
め
に
あ
る
ん
で
す
か

ら
、
己
が
実
践
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
常
に
心

が
け
る
べ
き
は
、
善
導
大
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
「
仏
の
本

願
に
望
む
れ
ば
、
意
衆
生
を
し
て
一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
の
名
を
称
せ

し
む
る
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
仏
の
本
願
に
望
む
れ
ば
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
考
え
て
い
く
と
、
念
仏
申
す
衆
生
が
極

楽
浄
土
に
摂
取
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
我
々
は
そ
こ
へ
い
ざ
な
う

た
め
に
念
仏
を
申
す
衆
生
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
が
法
然
上
人
へ
の
御
恩
報
謝
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

坪
井
猊
下
も
「
畳
に
念
仏
は
説
け
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

ど
ん
な
手
段
を
使
っ
て
も
、
人
に
来
て
も
ら
っ
て
な
ん
ぼ
の
世
界
で

す
か
ら
、
人
を
寄
せ
る
工
夫
が
大
事
だ
と
何
十
遍
、
何
百
遍
と
黒
谷

金
戒
光
明
寺
で
聞
い
た
言
葉
で
す
。
藤
堂
恭
俊
台
下
は
、「
仏
と
衆

生
、
親
子
の
如
き
人
格
的
呼
応
関
係
で
仏
と
接
し
て
い
く
、
こ
れ
を

密
接
に
保
つ
工
夫
が
大
事
だ
」
と
総
合
研
究
所
で
何
回
も
薫
陶
を
受

け
ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
が
た
の
お
寺
で
ど
の
よ
う
な
お
飾
り
付
け
を
し
て
お
ら
れ

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
法
式
教
師
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
目
で
見

て
わ
か
る
形
と
し
て
浄
土
の
荘
厳
を
本
堂
に
示
し
、「
こ
こ
へ
ご
先

祖
が
行
っ
て
い
る
ん
だ
」「
私
も
こ
こ
へ
行
く
ん
だ
」
と
イ
メ
ー
ジ

し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も

っ
て
、
私
の
自
坊
は
坪
井
猊
下
に
監
修
を
し
て
い
た
だ
い
て
本
堂
の

荘
厳
を
飾
り
付
け
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
願
成
就
を
表
す
た
め
外
陣
に
四
十
八
の
金
の
灯
籠
を
つ
り
下
げ
、

光
明
摂
取
を
表
す
た
め
十
二
光
仏
と
し
て
十
二
の
お
灯
明
を
須
弥
壇

上
に
配
置
し
、
そ
し
て
来
迎
引
接
を
表
す
た
め
二
十
五
菩
薩
来
迎
図

（
知
恩
院
早
来
迎
）
が
外
陣
境
に
、
ま
た
二
祖
対
面
と
二
河
白
道
の

図
を
正
面
の
欄
間
に
は
め
て
お
り
ま
す
。
本
日
午
前
中
の
基
調
講
演
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で
も
二
河
白
道
の
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
荒
野
を
進
む

旅
人
を
追
い
詰
め
る
の
は
自
分
自
身
か
な
と
、
毎
日
そ
の
下
で
自
分

を
反
省
し
な
が
ら
、
欄
間
を
見
上
げ
て
お
念
仏
を
申
し
て
お
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
祖
師
の
言
葉
の
な
か
に
も
本
堂
の
荘
厳
に
繋
が
る
お
示
し
が

あ
り
ま
す
。
三
祖
良
忠
上
人
の
『
決
答
授
手
印
疑
問
抄
』
の
な
か
に
、

良
忠
上
人
が
聖
光
上
人
か
ら
聞
い
た
法
然
上
人
の
お
言
葉
が
ご
ざ
い

ま
す
。先

師
の
云
く
、
故
上
人
は
、
往
生
の
想
は
、
普
観
め
が
わ
し
け

れ
ば
、
我
が
分
に
及
び
難
し
。
源
空
は
引
接
の
想
に
住
す
る
な

り
と
仰
せ
ら
れ
き
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
五
、
三
六
九
頁
）

聖
光
上
人
は
、
法
然
上
人
が
「
往
生
想
は
私
に
は
難
し
い
の
で
、
引

接
想
で
引
き
導
か
れ
る
思
い
で
念
仏
を
申
し
て
い
る
ん
だ
」
と
仰
せ

ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
法
然
上
人
で
す
ら
往
生
想
は
難
し
い
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
引
接
想
に
住
せ
る
よ
う

な
本
堂
の
荘
厳
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
荘
厳
は
目
に
見
え
る
部
分
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
勤
行
式
、

お
勤
め
で
は
当
然
声
を
出
し
て
お
唱
え
を
い
た
し
ま
す
が
、
聖
光
上

人
に
示
さ
れ
た
お
言
葉
の
な
か
で
法
然
上
人
は
、

法
然
上
人
の
云
く
、
此
の
文
は
三
部
経
を
引
く
な
り
。「
弥
陀

身
色
」
乃
至
「
光
明
」
と
は
『
観
経
』
の
正
し
く
仏
身
観
の
文

意
な
り
。「
唯
有
念
仏
」
乃
至
「
最
為
強
」
と
は
是
れ
『
双
巻

経
』
第
十
八
念
仏
往
生
の
本
願
の
意
な
り
。「
六
方
如
来
」
等

と
は
『
阿
弥
陀
経
』
念
仏
証
誠
の
意
な
り
。（『
昭
法
全
』
七
四

七
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
に
よ
れ
ば
、
三
尊
礼
の
阿

弥
陀
仏
の
部
分
は
三
部
経
を
も
と
に
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、「
弥
陀
身
色
如
金
山
相
好
光
明
照
十
方
」
と
い
う

句
は
『
観
経
』
の
仏
身
観
の
文
に
あ
た
り
、「
唯
有
念
仏
蒙
光
摂
当

知
本
願
最
為
強
」
の
句
は
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
念
仏
往
生
の
願

を
も
と
に
し
て
お
り
、「
六
方
如
来
舒
舌
証
」
と
は
『
阿
弥
陀
経
』

の
諸
仏
証
誠
で
あ
る
と
申
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を

押
さ
え
て
、
檀
信
徒
に
教
え
て
い
く
こ
と
も
一
つ
の
教
化
で
す
。
目

に
見
え
る
本
堂
の
荘
厳
だ
け
で
は
な
く
、
耳
に
聞
こ
え
る
礼
讃
の
荘

厳
も
大
事
な
要
素
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
、「
念
仏
の
申
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
」
と
は
何
な
の
か
。

浄
土
の
荘
厳
と
し
て
の
本
堂
で
あ
り
、
あ
る
い
は
仏
壇
で
あ
る
と
申

し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
法
然
上
人
の
お
言

葉
と
し
て
、

念
仏
の
興
行
は
愚
老
一
期
の
勧
化
な
り
。
さ
れ
ば
、
念
仏
を
修
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せ
ん
所
は
、
貴
賎
を
論
ぜ
ず
、
海
人
・
漁
人
が
苫
屋
ま
で
も
、

皆
こ
れ
予
が
遺
跡
な
る
べ
し
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
六
、
五
八
二

頁
）

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
念
仏
の
声
が
あ
れ
ば
漁
師
の
住
処
で

さ
え
も
、
す
べ
て
私
、
法
然
の
遺
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
念
仏
申
す
べ
き
場
所
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
「
或
人
に
示
す
詞
」
に
は
、

善
導
和
尚
の
往
生
礼
讃
に
、
本
願
を
ひ
き
て
い
は
く
「
若
我
成

仏
十
方
衆
生
、
称
我
名
号
下
至
十
声
、
若
不
生
者
不
取
正
覚
。

彼
仏
今
現
在
世
成
仏
、
当
知
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
称
念
必
得

往
生
」。
こ
の
文
を
つ
ね
に
、
口
に
も
と
な
へ
、
心
に
も
う
か

へ
、
眼
に
も
あ
て
て
、（
中
略
）
そ
の
つ
み
を
く
ゐ
か
な
し
み

て
、
た
す
け
お
は
し
ま
せ
と
お
も
ひ
て
念
仏
す
れ
は
、
弥
陀
如

来
願
力
を
お
こ
し
て
罪
を
滅
し
、
来
迎
し
ま
し
ま
す
也
。
本
願

の
ま
ゝ
に
か
き
て
ま
い
ら
せ
候
。
こ
の
ま
ゝ
に
信
じ
て
御
念
仏

候
。
か
ま
へ
て
か
ま
へ
て
た
う
と
き
念
仏
者
に
て
お
は
し
ま
せ
。

あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
。（『
昭
法
全
』
五
八
八
～
五
八
九

頁
）

と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
に
第
十

八
願
を
釈
し
て
、
さ
ら
に
「
本
誓
の
重
願
虚
し
か
ら
ず
。
衆
生
称
念

す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
口
に
も
唱
え
、
心
に

も
浮
か
べ
、
そ
れ
を
信
じ
て
お
念
仏
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
が
尊
い
お
念
仏
者
な
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
が
示
さ
れ
る
「
尊
い
念
仏
者
」
に
な
る
に

は
、
ま
た
育
て
る
に
は
、
何
も
で
き
な
い
田
舎
の
一
住
職
の
私
で
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
式
教
師
と
し
て
は
、
せ
め
て
本
堂
を
き
れ

い
に
保
っ
て
檀
信
徒
に
教
化
で
き
る
場
所
を
目
指
し
た
い
な
と
思
い

ま
す
。

　

で
す
か
ら
進
ん
で
一
切
の
人
々
に
慈
悲
の
心
を
施
す
と
い
う
の
が
、

『
無
量
寿
経
』
の
一
節
に
示
さ
れ
る
「
演
法
施
」
で
あ
り
、
法
施
を

演
ず
る
こ
と
が
法
式
だ
と
理
解
を
い
た
し
ま
す
。
広
く
人
々
を
導
く

手
段
縷
々
申
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
の
本
堂
の
荘
厳
で

あ
っ
て
、
念
仏
衆
生
を
育
て
る
た
め
の
念
仏
を
申
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
が
重
要
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
い

っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
辺
で
失
礼
を
い
た
し
ま
す
。

　　

袖
山　

清
水
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
法
式
は
、
法

悦
の
手
助
け
と
な
る
も
の
と
い
う
清
水
先
生
な
り
の
一
つ
の
定
義
を

お
示
し
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
は
ご
自
坊
の
本
堂
に
お
け
る
極
楽
の
表

現
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
発
表
を
う
か
が
い
な
が
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ら
、
浄
土
の
荘
厳
を
視
覚
に
訴
え
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

例
え
ば
、
塗
香
、
触
香
で
本
堂
に
入
る
と
い
う
お
作
法
の
体
験
、
あ

る
い
は
鐘
の
音
、
ま
た
礼
讃
や
声
明
な
ど
耳
か
ら
の
荘
厳
と
い
う
お

言
葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
体
験
も
法
悦
の
手
助
け

に
な
る
、
あ
る
い
は
五
感
に
訴
え
て
い
く
こ
と
も
極
楽
の
表
現
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
い
っ
た
感
想
を
抱
い
た
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
論
点
も
大
変
多
か
っ
た
よ
う
に
存
じ
ま
す
。
法
然
上
人
の

追
体
験
を
す
る
こ
と
も
共
感
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
と
い
う
大
変
重
要

な
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
清
水
先
生
の
ご
発
言
に
つ
き
ま
し

て
、
安
永
先
生
、
そ
し
て
平
岡
先
生
と
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　　

安
永　

失
礼
し
ま
す
。
法
然
上
人
の
お
歌
に
「
阿
弥
陀
仏
と
申
す

ば
か
り
を
勤
め
に
て
、
浄
土
の
荘
厳
見
る
ぞ
う
れ
し
き
」
と
ご
ざ
い

ま
す
。
や
は
り
浄
土
の
荘
厳
を
見
た
と
き
に
、
思
わ
ず
う
れ
し
く
な

っ
て
、
お
念
仏
が
申
せ
れ
ば
そ
れ
が
最
高
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

一
点
申
し
上
げ
れ
ば
、
法
然
上
人
は
、
お
浄
土
の
様
子
を
往
生
さ

れ
る
十
年
ほ
ど
前
か
ら
見
え
て
お
っ
た
と
言
う
ん
で
す
が
、
私
た
ち

は
凡
夫
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
こ
の
肉
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
今
、
清
水
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
内
陣
の
荘
厳
を
き

れ
い
に
輝
く
よ
う
に
整
え
れ
ば
、
私
た
ち
凡
夫
が
荘
厳
を
通
じ
て
浄

土
往
生
を
願
う
心
が
深
ま
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
さ
し

く
総
安
心
が
き
ち
っ
と
定
ま
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と

感
じ
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
平
岡
先
生
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

平
岡　

清
水
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
仏
教
で
は
身

口
意
の
三
業
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
を
あ
え
て
教
学
、
布
教
、
法
式

に
当
て
は
め
ま
す
と
、
身
業
が
法
式
、
口
業
が
布
教
、
そ
れ
か
ら
意

業
が
教
学
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

仏
典
の
な
か
で
は
、
意
業
が
一
番
大
事
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
人
間
は
体
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
ま

す
と
、
考
え
方
が
変
わ
っ
た
ら
行
動
は
変
わ
り
ま
す
が
、
行
動
が
変

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
方
も
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

私
は
修
行
の
意
味
が
あ
る
と
認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
の
お
話
を

う
か
が
っ
て
い
て
、
身
業
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
「
足
で
学
ぶ
」
重
要
性
も
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
教
師
に
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し
て
も
そ
れ
か
ら
檀
信
徒
の
方
に
し
て
も
、
体
験
す
る
、
体
を
使
っ

て
実
際
に
や
っ
て
み
る
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
だ
な
と
思
い
ま
す
。

今
、
大
学
で
も
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
こ
と
を
盛
ん

に
申
し
ま
す
。
一
方
通
行
の
言
葉
だ
け
の
講
義
で
は
な
く
て
、
実
際

に
体
を
通
し
て
、
五
感
を
通
じ
て
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
る
こ
と
が
重

要
視
さ
れ
て
お
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
、
今
、
大
学
だ
け

で
は
な
く
小
学
校
の
段
階
か
ら
で
も
そ
れ
を
や
る
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
布
教
の
場
に
置
き
換
え
た
と
き
、
本
堂
の
荘
厳
を

含
め
、
教
師
も
檀
信
徒
も
や
は
り
体
を
使
っ
て
実
際
に
何
か
体
験
し

て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
再

認
識
い
た
し
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
上
、
三
先
生
の
ご
発
表
、

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
発
表
だ
け
で
も
大
変
中
身
の
濃
い
、
そ
し
て
ま
た
論

点
の
多
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
も

今
回
の
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
「
立
教
開
宗
の
精
神
」、
そ
し
て
そ

の
支
え
に
な
っ
て
お
り
ま
す
「
凡
入
報
土
」
と
い
う
も
の
が
非
常
に

大
き
な
、
ま
た
意
義
深
い
教
え
で
あ
る
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
た

と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
間
は
先
生
方
に
ご
意
見
の
交
換
を
お
願
い
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
凡
入
報
土
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か

と
い
う
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
、
特
に
平
岡
先
生
、
ま
た
安
永
先

生
の
ご
発
表
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か

と
存
じ
ま
す
。
先
ほ
ど
清
水
先
生
の
ご
発
表
の
な
か
に
、「
我
々
は

念
仏
を
あ
り
が
た
い
易
行
だ
と
い
う
が
、
ど
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
の

か
と
質
問
さ
れ
た
ら
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
平
岡
先
生
か
ら
は
、
お
念
仏
が
易
行
・
易
修

で
あ
り
、
往
生
行
と
し
て
誰
も
が
修
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、

念
仏
往
生
が
、
ま
た
凡
入
報
土
が
か
な
う
と
こ
ろ
に
宗
教
的
平
等
性

の
実
現
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
視
点
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
、『
選
択
集
』
に
お
き
ま
し
て
、
阿
弥
陀

仏
が
往
生
行
と
し
て
称
名
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
修
し

易
さ
を
取
り
上
げ
た
難
易
の
義
と
、
勝
れ
た
行
で
あ
る
か
否
か
を
取

り
上
げ
た
勝
劣
の
義
、
こ
の
二
つ
の
基
準
を
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
阿
弥
陀
仏
の
お
考
え
を
「
聖
意
計
り
難
し
」
と
言
い
な
が
ら
も
、

功
徳
が
勝
れ
、
誰
に
で
も
修
し
易
い
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
阿
弥

陀
仏
は
称
名
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
の
だ
と
論
じ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
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我
々
は
、
自
分
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、
あ
る
い
は
法
然
上

人
に
よ
る
三
学
非
器
と
い
う
捉
え
方
、
そ
れ
に
対
し
て
念
仏
が
易
行

で
あ
る
と
い
う
点
に
ま
ず
は
着
目
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

凡
夫
の
自
覚
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
称
名

念
仏
が
往
生
行
と
し
て
最
も
勝
れ
て
い
る
と
い
う
価
値
判
断
、
そ
れ

を
理
解
す
る
こ
と
も
凡
夫
の
自
覚
と
同
様
に
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
名
号
は
万
徳
の
帰
す
る
と
こ
ろ
」

と
い
う
法
然
上
人
に
よ
る
名
号
の
価
値
づ
け
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

凡
入
報
土
の
宗
教
的
平
等
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り
『
選
択

集
』
や
、
あ
る
い
は
『
津
戸
三
郎
へ
つ
か
わ
す
御
返
事
』
で
も
言
及

さ
れ
て
お
り
ま
す
、
阿
弥
陀
仏
に
お
け
る
「
平
等
の
慈
悲
」、
こ
こ

に
帰
し
て
い
く
、
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
同
時
に
強
調
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
意
見
を
申
し
上
げ
て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
、
先
生
方
に
あ
ら
た
め
て
ご
意
見
を

頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
岡
先
生
、
安
永
先
生
、
清
水
先
生
と

い
う
順
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

平
岡　

は
い
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
私
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
立
教
開
宗
の
精
神
」
に
内
包
さ

れ
る
「
凡
入
報
土
」、
漢
字
に
す
れ
ば
た
っ
た
の
四
文
字
な
ん
で
す
。

よ
く
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
大
変
す
ご
い
こ
と
だ
な
と
あ

ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

実
は
今
回
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
レ
ジ
ュ
メ
資
料
の
締
め
切
り

が
七
月
三
十
一
日
で
あ
り
ま
し
て
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
あ
る
資
料

は
七
月
三
十
一
日
現
在
の
私
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。
そ
の
後
、
一
カ
月
と
ち
ょ
っ
と
の
時
間
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
少
し
気
に
な
っ
た
点
を
自
分
な
り
に
深
掘
り
を
し
て
み
ま
し
た
。

　

凡
入
報
土
、
こ
れ
い
か
に
受
け
止
め
る
か
。
い
ろ
ん
な
視
点
、
ポ

イ
ン
ト
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
僕
は
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
、

こ
の
凡
入
報
土
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
め
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
平
等
性
の
追
求
で

あ
り
ま
す
。
全
員
が
救
わ
れ
る
、
往
生
で
き
る
、
一
人
も
残
ら
ず
と

い
う
と
こ
ろ
に
凡
入
報
土
の
精
神
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
平
等

性
の
追
求
と
い
う
視
点
か
ら
凡
入
報
土
を
受
け
止
め
、
そ
し
て
、
今

の
社
会
に
こ
れ
を
置
き
換
え
た
と
き
、
い
ろ
ん
な
面
で
差
別
が
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
一
方
で
、
ま
た
あ
ら
た
な
差
別
、
あ
る
い
は
不
平

等
格
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
の
で
、

も
う
一
度
こ
の
凡
入
報
土
と
い
う
視
点
か
ら
現
代
社
会
を
見
直
し
た

と
き
、
我
々
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
平
等
性
を
追
求
し
て
い
く
の
か
と
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い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
機
に
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
思
い
ま

す
。

　

二
つ
め
は
、
脱
人
間
中
心
思
考
で
す
。
現
代
社
会
は
、
科
学
技
術

の
発
達
に
よ
っ
て
、
エ
ゴ
、
あ
る
い
は
欲
望
が
肥
大
化
す
る
方
向
に

進
ん
で
お
り
ま
す
し
、
こ
れ
は
こ
の
ま
ま
い
く
と
本
当
に
と
ん
で
も

な
い
方
向
に
社
会
・
世
界
が
向
か
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
状
況
で
平
等
性
を
追
求
し
て
い
き
ま
す
と
、
人
間
の
側
か
ら

人
間
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
個
々
の
差
に
目
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
、

平
等
な
視
点
を
な
か
な
か
創
り
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を

阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら
人
間
を
見
直
す
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
を
鏡
と

し
て
人
間
を
見
つ
め
直
し
た
と
き
、
今
ま
で
と
は
違
う
視
点
が
提
供

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
側
か
ら
見
た
ら
、
で
こ
ぼ

こ
し
て
い
る
人
間
の
能
力
の
差
も
、
仏
の
側
か
ら
見
た
ら
、
一
律
、

つ
ま
り
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
身
長
が
赤
ち
ゃ
ん

と
大
人
で
は
三
倍
、
四
倍
違
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
月
か
ら
眺
め

た
ら
そ
ん
な
差
は
な
い
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
仏
の
絶
対
的
な
善
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
ら
、
人
間
の
機
根

の
差
な
ど
も
同
様
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、

凡
入
報
土
と
い
う
点
か
ら
脱
人
間
中
心
思
考
を
導
き
だ
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
「
凡
入
」
の
「
入
」
は
、
我
々
が

自
力
で
入
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
入
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
視
点
を
少
し
ず
ら
し
て
み
る
。
人
間
の
側
か
ら
人

間
を
見
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
を
超
え
た
視
点
か
ら
人
間
を
見
て

み
る
、
そ
ん
な
視
点
も
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
三
つ
め
。
こ
こ
が
今
日
、
私
が
一
番
言
い
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
先
ほ
ど
も
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
教
え
に
注
目
す
る
こ
と

も
も
ち
ろ
ん
大
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
え
が
一
体
ど
う
い

う
影
響
力
を
日
本
の
中
世
に
お
い
て
果
た
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
点
は
あ
ま
り
浄
土
宗
の
な
か
で
も
議
論
さ
れ
て
い
な
い
気

が
す
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
凡
入
報
土
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
平
等

性
を
説
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
当
時
、
顕
密
仏
教
が
全
盛
期
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
荘
園
制
度
が
深

く
民
衆
を
呪
縛
し
て
い
た
と
き
、
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
の
教
え
が

ど
れ
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、

あ
る
い
は
ど
れ
ほ
ど
の
衝
撃
を
社
会
に
与
え
た
の
か
、
そ
う
い
う
視

点
を
も
う
一
度
こ
こ
で
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
社
会
福
祉
に
関
連
し
て
少
し
矮
小
化
し
て
述
べ
ま
し
た
。

法
然
上
人
の
教
え
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
え
た
と
き
、
も
う
少
し
広
く
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大
き
く
捉
え
、
浄
土
宗
も
社
会
参
加
型
の
仏
教
と
い
う
視
点
か
ら
も

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
初
期
仏
教
か

ら
考
え
る
と
、
法
然
上
人
の
教
え
は
、
随
分
様
変
わ
り
し
た
仏
教
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
考
え
方
、
あ
る
い
は
進
む
道
と
し
て
は
、
仏

教
で
は
な
く
法
然
浄
土
教
な
ん
だ
と
い
う
割
り
切
り
方
も
一
つ
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、
法
然
上
人
の

教
え
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
社
会
を
無
視
し
た
浄
土

宗
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
法
然
上
人
の
教
え
の

根
幹
は
念
仏
往
生
な
の
で
、
社
会
と
の
関
わ
り
は
あ
ま
り
説
か
れ
て

い
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
そ
の
教
え
が
果
た
し
た
歴
史
的
な
意
義
、
イ

ン
パ
ク
ト
、
社
会
に
与
え
た
衝
撃
、
こ
れ
ら
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

や
は
り
社
会
を
無
視
し
て
こ
れ
か
ら
の
浄
土
宗
は
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
し
、
そ
う
い
っ
た
視
点
も
凡
入

報
土
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
考
え
て
み
る
こ
と
も
大
事
な
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
安
永
先
生
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　　

安
永　

は
い
。
凡
入
報
土
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か
。
愚
か
な
凡

夫
が
最
高
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
凡
夫
性
、
凡
夫
の

自
覚
、
こ
れ
を
き
っ
ち
り
鋭
く
初
め
て
見
つ
め
た
方
が
法
然
上
人
で

ご
ざ
い
ま
す
。
ご
自
身
を
「
十
悪
の
法
然
房
」、「
愚
痴
の
法
然
房
」

と
ま
で
言
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
凡
夫
が
最
高
の
浄
土
に
行
け
る
の
は
、

平
等
の
慈
悲
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
平
等
の
慈
悲
で
あ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
に
よ
っ
て
最
高
の

報
土
に
生
ま
れ
る
、
こ
の
よ
う
に
お
説
教
で
話
す
と
き
に
、
や
は
り

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
わ
ず
か
六
字
の
名
号
に
ど
れ
だ
け
阿
弥

陀
さ
ま
の
功
徳
が
収
ま
っ
て
い
る
か
、
な
ぜ
勝
れ
て
い
る
か
、
つ
ま

り
万
徳
所
帰
の
名
号
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
我
々
は
努
力
し
て
も
精
進
し
て
も
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
身

で
す
か
ら
、
仏
と
な
る
た
め
の
六
度
万
行
を
完
全
に
勤
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
哀
れ
み
や
お
慈
悲
を
も
っ
て
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
勤
め
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
こ
の
六
字
の
名
号
に
功
徳

が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
本
願
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
長
い
兆

載
永
劫
と
い
う
と
て
つ
も
な
い
年
月
も
か
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
き
な
お
慈
悲
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
報
土

に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
こ
の
よ
う
に
「
凡
夫
」
が
「
報

土
」
に
往
生
で
き
る
理
由
を
し
っ
か
り
と
説
き
示
す
こ
と
が
、
私
は

大
事
な
点
だ
と
い
つ
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。
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袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
い
て
清
水
先
生
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　　

清
水　

二
人
の
先
生
か
ら
お
話
を
い
た
だ
い
た
ら
、
私
か
ら
は
も

う
補
足
す
る
こ
と
が
何
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

先
ほ
ど
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、
法
式
教
師
の

立
場
か
ら
「
凡
入
報
土
」
の
「
報
土
」
に
ば
か
り
力
を
入
れ
て
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
凡
夫
の
ほ
う
に
法
式
の
焦
点
を
当
て

て
考
え
て
み
ま
す
と
、
午
前
中
の
小
澤
先
生
の
基
調
講
演
で
も
触
れ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
我
昔
所
造
諸
悪
業
」
と
い
う
懺
悔
偈
も
ご

ざ
い
ま
す
し
、
善
導
大
師
『
往
生
礼
讃
』
の
広
懺
悔
も
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
る
い
は
年
中
行
事
と
し
て
は
、
仏
名
会
も
ご
ざ
い
ま
す
。
京
都
の

嵐
山
に
釈
迦
堂
で
有
名
な
清
凉
寺
が
あ
り
ま
す
。
毎
年
十
二
月
の
六

日
か
ら
八
日
ま
で
、
一
日
千
二
百
礼
、
最
終
日
は
成
道
会
が
あ
る
の

で
、
六
百
礼
、
都
合
三
千
礼
を
僧
俗
一
体
と
な
っ
て
、
三
千
仏
名
会

を
行
っ
て
お
り
、
私
も
過
去
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
奈
良
に
は
放
生
会
で
有
名
な
吉
田
寺
さ
ん
も
ご
ざ
い
ま
す
。

日
本
全
国
、
各
教
区
の
お
寺
で
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
営
ま
れ
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

初
め
は
誘
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
何
か
の
き
っ
か
け
で
そ
れ
に
参
加

す
る
と
、
三
年
、
五
年
と
続
け
る
う
ち
に
少
し
ず
つ
心
持
ち
が
変
わ

っ
て
く
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
清
凉
寺
の
お
釈
迦
さ

ま
の
前
で
礼
拝
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
特
に
朝
五
時
頃
の
後
夜
の
礼

拝
で
は
、
真
っ
暗
な
お
堂
の
な
か
で
お
釈
迦
さ
ま
の
厨
子
の
照
明
と

大
前
机
の
前
に
か
わ
ら
け
で
灯
さ
れ
た
油
の
お
灯
明
が
、
き
ら
き
ら

輝
い
て
あ
り
が
た
い
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
私
は
後
夜
の
礼

拝
が
好
き
な
ん
で
す
が
、
参
加
し
て
い
る
と
ふ
と
自
分
の
至
ら
な
さ

に
気
付
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
所
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
が
ひ
と
た
び
頭
を
下
げ
て
参
籠
さ
れ
た
の

と
同
じ
道
場
で
自
分
が
今
礼
拝
し
て
い
る
。「
あ
り
が
た
い
な
」
と

い
う
思
い
と
、
今
ま
で
の
自
分
の
来
し
方
を
反
省
し
て
、「
あ
あ
し

た
ら
良
か
っ
た
」、「
こ
う
し
た
ら
良
か
っ
た
」、
亡
く
な
っ
た
親
に

対
し
て
言
っ
た
言
葉
や
し
て
あ
げ
た
か
っ
た
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
が
ふ
と
湧
く
と
き
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
実
際
に
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
切
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
凡
夫
の
自
覚
と
ま
で
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
一
世
を
風
靡
し
た
西
城
秀
樹
と
い
う
歌
手
が
い
ま
す
。
こ
の

西
城
秀
樹
が
歌
謡
界
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
聞
く
、

あ
る
い
は
見
る
と
い
う
普
通
の
フ
ァ
ン
の
行
動
の
他
に
参
加
す
る
と
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い
う
要
素
を
加
え
た
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
、『
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
』
と
い
う

曲
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
手
の
振
り
付
け
で
若
者
を
引

き
つ
け
た
。
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
体

験
す
る
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
、
縁
を
結
ぶ
、
結
縁
す
る
こ
と
が

大
事
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
凡
夫
に
関
し

て
法
式
の
立
場
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
そ

れ
ぞ
れ
の
先
生
方
、
お
互
い
に
何
か
コ
メ
ン
ト
や
質
問
は
お
あ
り
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
、
西
城
秀
樹
の
『
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
』
に
ま
で
話
題
が
及
ぶ
と
は
思
っ

て
み
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
だ
く
と
お
り
「
参
加
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に

凡
夫
の
自
覚
ま
で
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
参
加
す

る
こ
と
か
ら
感
じ
る
も
の
も
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
大
変
鋭
い
ご
指

摘
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
今
後
ど
う
し
て
い
く
、
ど
う
い

う
方
向
性
が
あ
る
か
、
も
ち
ろ
ん
、
凡
夫
の
自
覚
を
文
献
か
ら
考
え

る
、
あ
る
い
は
頭
の
な
か
で
考
え
る
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
向
性

は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
、
体
で
考
え
る

こ
と
も
非
常
に
重
要
な
要
素
で
は
な
い
か
な
と
考
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
東
海
中
学
校
・
高
校
で
は
、
剣
道
部
が
百
萬
遍
知
恩

寺
さ
ま
に
礼
拝
を
し
に
行
く
と
う
か
が
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
相
当

長
い
時
間
の
礼
拝
、
そ
れ
こ
そ
一
日
か
け
て
を
お
や
り
に
な
る
そ
う

で
す
。
生
徒
さ
ん
た
ち
は
そ
の
意
義
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
や

っ
て
い
る
う
ち
に
来
年
も
や
り
た
い
と
言
い
出
し
、
親
御
さ
ん
た
ち

も
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
の
姿
を
見
て
、
自
分
た
ち
も
参
加
し
た

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
実
体
験
が
持
っ

て
い
る
強
さ
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
、
清
水
先
生
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い

き
ま
し
た
。

　

残
り
時
間
を
考
え
る
と
、
幾
つ
も
話
題
を
取
り
上
げ
る
わ
け
に
も

い
き
ま
せ
ん
の
で
、
一
つ
、
私
の
ほ
う
か
ら
平
岡
先
生
に
確
認
の
意

味
で
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
人
間
観
と
法
然
上
人
の
人
間
観
と
二

つ
の
人
間
観
を
切
り
口
に
し
て
、
宗
教
的
な
平
等
性
を
語
っ
て
い
た

だ
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
覚
り
の
可
能
性
が

万
人
に
あ
り
、
努
力
は
誰
に
で
も
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
平
等

性
を
ご
提
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
法
然
上
人
の
人
間
観
の

な
か
で
は
、
努
力
は
誰
に
で
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

努
力
を
し
続
け
る
こ
と
が
本
当
に
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
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挫
折
も
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
の

法
然
上
人
の
人
間
観
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
浄
土
教
的
な
お
釈
迦
さ
ま
の
捉
え
方
で
お
聞
き
を
し
た
い
の
で
す

が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
覚
り
の
可
能
性
は
万
人
に
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
可
能
性
を
生
か
し
切
れ
な
い
の
が
凡
夫
で
あ
り
、
そ
こ
に
阿
弥

陀
さ
ま
の
サ
ポ
ー
ト
あ
る
い
は
大
慈
悲
、
あ
る
い
は
本
願
に
裏
付
け

さ
れ
た
名
号
と
い
う
形
で
そ
の
覚
り
の
可
能
性
を
生
か
し
切
れ
な
い

私
た
ち
に
力
添
え
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
力

を
お
釈
迦
さ
ま
も
重
々
理
解
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
浄
土
教
的
な

お
釈
迦
さ
ま
の
捉
え
方
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

開
宗
の
文
の
な
か
に
「
順
彼
仏
願
故
」、
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に

と
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
お
念
仏
を
唱
え
る
ん
だ
と
い
う
一
節
が
ご
ざ

い
ま
す
。
浄
土
教
的
な
お
釈
迦
さ
ま
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
一

節
こ
そ
が
私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
な
ん
だ
と
い
う
捉
え
方
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　

平
岡　

今
、「
浄
土
教
的
な
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
だ

い
た
の
で
、
ま
っ
た
く
そ
れ
で
問
題
な
い
と
思
い
ま
す
。
歴
史
的
に

は
、
大
乗
経
典
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
あ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
浄
土
教
的
お
釈
迦
さ
ま
の
受
け
取
り
方
を
す
べ
て
そ
こ
に
集
約

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
自
身
が
目
指
し

た
平
等
性
の
浄
土
宗
的
な
受
け
取
り
方
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
阿
弥
陀

仏
の
本
願
に
乗
じ
て
念
仏
往
生
す
る
、
そ
の
道
を
ま
さ
に
示
そ
う
と

し
た
の
が
お
釈
迦
さ
ま
で
あ
る
と
い
う
受
け
取
り
方
は
当
然
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
点
、
三
人
の
先
生
方

に
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
控
室
で
話
題
に

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。

　

南
都
六
宗
は
別
と
い
た
し
ま
し
て
、
浄
土
宗
よ
り
以
前
の
例
え
ば
、

天
台
宗
や
真
言
宗
の
開
宗
の
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う

点
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

天
台
宗
は
も
ち
ろ
ん
戒
壇
院
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
開
宗
の
意
識

に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
実
は
私
、
真
言
宗
の
お
寺
の
出
身
な
ん

で
す
が
、
真
言
宗
の
場
合
に
は
、
開
宗
の
年
時
が
い
つ
な
の
か
と
い

う
の
は
結
構
フ
ァ
ジ
ー
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。『
新
纂
浄
土

宗
大
辞
典
』
で
「
真
言
宗
」
の
項
目
を
私
が
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
開
宗
の
年
を
書
こ
う
と
思
い
ま
し
た
ら
、
結
構
諸
説
ご
ざ

い
ま
し
て
、
智
山
派
の
伝
法
院
さ
ん
に
電
話
を
か
け
て
、
真
言
宗
と

し
て
の
公
式
見
解
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
ら
、「
定
ま
っ
て
い
な
い
」



─ 41 ─

と
い
う
ご
返
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
真
言
宗
的
に
は
、
年
分

度
者
を
ど
う
す
る
か
、
あ
る
い
は
京
都
の
東
寺
の
扱
い
を
ど
う
す
る

か
な
ど
、
制
度
上
の
観
点
か
ら
開
宗
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
お
る

そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
浄
土
宗
は
、
法
然
上
人
が
浄
土
宗
を
開
宗
す
る
必
要
が

あ
る
か
ら
開
宗
す
る
ん
だ
と
い
う
宣
言
に
基
づ
い
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
宣
言
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
、
我
々
は
伝
記
を
根
拠
と
し
て
、

四
十
三
歳
の
春
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。
後
ほ
ど
話
が
ど
こ
か
で
つ
な

が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
こ
の
宣
言
は
、
国
が
認

め
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
国
が
や
れ
と
言
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
法
然
上
人
の
思
い
の
な
か
で
、「
私
が
今
、
こ
こ

で
浄
土
宗
の
開
宗
を
宣
言
す
る
べ
き
な
ん
だ
」
と
い
う
強
い
信
念
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
阿
弥
陀
さ

ま
の
平
等
の
慈
悲
、
あ
る
い
は
お
釈
迦
さ
ま
が
私
た
ち
に
何
を
伝
え

た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
持
っ
た
か
ら
こ
そ
の
宣
言
で

あ
っ
た
と
思
う
わ
け
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
今
、
思
い
つ
い
た
よ
う
な

意
見
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
分
野

の
お
立
場
か
ら
ご
感
想
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　　

平
岡　

お
答
え
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
今
の

お
話
を
聞
い
て
い
て
思
っ
た
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
、
ブ
ッ
ダ
自
身
が

覚
り
を
開
い
て
か
ら
の
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

仏
伝
に
は
成
道
、
そ
れ
か
ら
四
十
九
日
間
の
自
受
用
法
楽
と
い
う
期

間
が
あ
っ
て
、
梵
天
勧
請
が
あ
り
、
そ
し
て
、
初
転
法
輪
と
い
う
流

れ
に
な
り
ま
す
。
私
が
考
え
る
に
、
成
道
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ

れ
も
必
然
的
に
説
法
に
結
び
付
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
智
慧
と
い
う
の
は
必
ず
慈
悲
と
し
て

展
開
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
法
然
上
人
の
開
宗
を
考
え

合
わ
せ
ま
す
と
、
回
心
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
そ
の
お
念
仏
の

教
え
を
法
然
上
人
の
口
か
ら
説
か
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
共

感
す
る
人
た
ち
が
集
ま
り
、
一
つ
の
集
団
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
必

然
で
あ
っ
た
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
四
十
三
歳
の
回
心
を
も
っ
て
、
開
宗
に
結
び
付
け
て
も

ま
っ
た
く
お
か
し
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
安
永
先
生
は
い
か
が
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
か
。

　　

安
永　

お
取
り
次
ぎ
を
す
る
場
合
は
、『
四
十
八
巻
伝
』、
ま
た
他

の
伝
記
を
い
た
だ
い
て
、
お
檀
家
さ
ま
に
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
伝
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記
だ
っ
た
ら
、「
た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
捨
て
て
」
と
あ
り
ま
す
。

念
仏
の
門
に
入
っ
た
、
お
念
仏
以
外
の
余
行
を
捨
て
ら
れ
た
と
い
う

と
こ
ろ
に
黒
谷
を
降
り
た
大
き
な
き
っ
か
け
が
あ
り
、
吉
水
で
法
を

広
め
て
い
か
れ
る
決
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
清
水
先
生
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　　

清
水　

開
宗
と
い
う
こ
と
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
一
点
申
し
上

げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
今
、
新
黒
谷
と
呼
ば
れ
る
金
戒
光

明
寺
に
お
り
ま
す
。
先
日
、
夏
前
で
し
た
が
、
善
光
寺
大
本
願
を
会

場
と
し
て
浄
土
宗
総
大
本
山
の
会
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に

申
し
上
げ
ま
し
た
。
八
〇
〇
年
遠
忌
で
は
亡
く
な
っ
た
の
が
知
恩
院

さ
ん
な
の
で
、
そ
ち
ら
に
思
い
が
あ
る
こ
と
は
当
然
か
と
思
い
ま
す
。

今
度
、「
開
宗
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
法
然
上
人
は
比
叡

山
を
下
り
て
、
ま
ず
真
如
堂
の
阿
弥
陀
さ
ま
へ
お
参
り
に
な
り
、
参

籠
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
真
如
堂
の
傍
ら
の
石
に
腰
掛
け
た
ら
紫

雲
が
た
な
び
い
て
光
が
差
し
込
ん
だ
。
そ
の
光
が
差
し
込
ん
だ
先
を

念
仏
道
場
と
し
た
と
い
う
の
が
紫
雲
山
光
明
寺
、
黒
谷
金
戒
光
明
寺

の
は
じ
ま
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
粟
生
の
現
在
の
光
明
寺
の

地
に
行
か
れ
、
そ
し
て
や
が
て
東
山
の
吉
水
に
移
り
住
ま
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
開
宗
八
五
〇
年
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

浄
土
宗
の
総
大
本
山
、
西
山
三
派
の
な
か
で
も
、
私
ど
も
黒
谷
金
戒

光
明
寺
と
粟
生
の
光
明
寺
さ
ん
は
や
は
り
思
い
入
れ
は
ひ
と
し
お
で

ご
ざ
い
ま
す
。『
四
十
八
巻
伝
』
を
は
じ
め
、
法
然
上
人
の
伝
記
は

い
ろ
い
ろ
な
立
場
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
の

こ
と
を
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
初
期
の
念
仏
布
教
の
地
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
は
開
宗
に
対

す
る
思
い
が
特
に
深
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
お
聞

き
で
き
る
の
は
、
な
か
な
か
貴
重
な
機
会
か
な
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
凡
入
報
土
に
お
け
る
「
凡
夫
」
を
如
何
に
捉
え
る
か
、
先

生
方
に
お
話
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
凡
入
報
土
を
如
何
に
伝
え
る
か
と
い
う
点
に
話
題
を
移

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
よ
り
「
報
土
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
本
日
午
前
中
の
小
澤
先
生
の
基
調
講
演

で
は
、
そ
の
報
土
を
単
純
に
「
阿
弥
陀
さ
ま
が
ま
し
ま
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
処
と
捉
え
た
ら
い
か
が
か
」
と
い
う
御
提
示
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
今
回
の
と
こ
ろ
は
一
般
的
な
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極
楽
浄
土
と
置
き
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

宗
教
的
平
等
性
で
言
え
ば
、「
誰
も
が
往
生
で
き
る
」
と
い
う
点

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
倶
会
一
処
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
極
楽
浄
土
と
は
い
っ
た
い
ど
う

い
う
場
所
で
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
議
論
の
対
象
に
な

っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
清
水
先
生
か
ら
本
堂
に
お
け

る
極
楽
の
荘
厳
と
い
う
こ
と
で
、
ご
自
身
の
試
み
等
々
の
お
話
し
を

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
極
楽
の
聖
衆
、
極
楽
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々

と
私
た
ち
の
関
係
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て

先
生
方
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

安
永　

は
い
。
極
楽
浄
土
は
凡
夫
が
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
唯

一
の
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
の
説
教
師
さ
ん
は
、
浄
土
と
は
、

私
た
ち
の
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
有
相
で
あ
り
、
大
き
な
ハ
ス
が

咲
き
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
し
か
も
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
今
現
在
、
直
々
に
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
お
説
教
を
い
た
だ
い
て
、

こ
の
娑
婆
世
界
で
は
無
理
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
私
で
も
阿
弥

陀
さ
ま
の
極
楽
浄
土
で
は
成
仏
で
き
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
と
説
い

て
い
ま
し
た
。

　

私
は
十
年
ほ
ど
前
に
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
お
浄
土
に
お
送
り
す

る
こ
と
が
あ
り
、
一
緒
に
家
族
の
方
と
お
念
仏
を
申
し
ま
し
た
。
四

十
九
日
の
納
骨
の
と
き
、
そ
の
子
の
お
母
さ
ん
が
、
お
骨
を
ま
だ
納

め
た
く
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

次
の
ひ
と
言
が
今
で
も
大
変
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。「
も
し
も
お
骨

を
納
め
た
ら
、
こ
の
子
の
存
在
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す

る
」
と
。
そ
の
と
き
に
私
は
、
浄
土
宗
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

何
故
な
ら
私
は
そ
の
お
母
さ
ん
に
「
い
や
、
消
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
よ
。
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
も
と
で
、
こ
の
子
は
大
き
く

な
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
」
と
話
せ
た
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
法
の
説

き
方
が
で
き
る
の
が
、
浄
土
宗
の
極
楽
浄
土
だ
と
私
は
受
け
止
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
清
水
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ

う
。

　　

清
水　

先
ほ
ど
来
、
も
う
十
二
分
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
、
私
の
ほ
う
の
補
足
は
な
い
ん
で
す
が
、
例
年
の
二
日
に
渡
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
と
、
質
問
が
来
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
の
は
、

今
、
申
し
上
げ
た
本
堂
の
荘
厳
や
倶
会
一
処
に
関
し
ま
す
と
、
三
部
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経
に
基
づ
い
て
本
堂
の
荘
厳
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
起
立
塔
像
、

飯
食
沙
門
、
懸
繒
然
灯
、
散
華
焼
香
」
な
ど
、
確
か
に
良
い
行
い
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
望
み
を
断
た
れ
た
人
は
ど
う
す
る
の
か

と
。
法
然
上
人
も
そ
こ
を
懸
念
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
確
か
に
塔
を
造
っ
た
り
、
本
堂
を
建
て
た
り
す
る
の

は
、
あ
る
一
部
の
人
し
か
で
き
な
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

で
も
お
寺
、
建
物
が
あ
る
か
ら
人
が
集
ま
る
。
お
花
活
け
を
す
る
の

も
、
一
本
の
ろ
う
そ
く
、
一
本
の
お
線
香
を
供
養
す
る
の
も
確
か
に

讃
歎
供
養
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
き
れ
い
な
お
花
も
三

日
、
長
く
て
も
一
週
間
し
た
ら
枯
れ
ま
す
し
、
ど
ん
な
に
い
い
香
り

の
お
線
香
で
も
一
時
間
ほ
ど
し
た
ら
香
り
は
絶
え
て
し
ま
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
一
方
で
お
堂
は
、
い
っ
た
ん
建
て
る
と
何
百
年
崩
れ

る
ま
で
、
火
事
で
燃
え
る
ま
で
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
建

物
が
あ
る
か
ら
人
が
寄
る
、
和
合
が
で
き
る
、
教
え
が
説
け
る
と
い

う
こ
と
で
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
伽
藍
荘
厳
は
大
事
か
な
と
思
い
ま

す
。
先
ほ
ど
の
お
話
し
で
は
申
せ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、「
起

立
塔
像
、
飯
食
沙
門
、
懸
繒
然
灯
、
散
華
焼
香
」
と
い
う
行
い
も
、

あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
も
補
足
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
建
物
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
が

集
ま
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
い
ろ
い
ろ
な

体
験
を
し
て
も
ら
う
の
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思

っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

残
り
時
間
も
だ
い
ぶ
少
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
の
ご

発
表
の
な
か
で
何
回
か
触
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
平
岡
先
生
か

ら
一
歩
踏
み
込
ん
だ
ご
提
案
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
法
然
浄
土

教
の
歴
史
的
な
意
義
に
起
点
を
置
い
て
、
浄
土
宗
に
お
け
る
今
日
的

な
社
会
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
根
拠
に

し
て
は
い
か
が
と
い
う
ご
発
表
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
鎌

倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
御
返
事
」
の
な
か
に
は
、

同
心
に
極
楽
を
願
い
、
念
仏
を
申
す
人
を
ば
、
卑
賤
の
人
な
り

と
も
父
母
の
慈
悲
に
劣
ら
ず
お
ぼ
し
め
し
候
べ
し
。
今
生
の
財

宝
の
乏
し
か
ら
ん
に
も
、
力
を
加
え
た
ま
う
べ
し
。
さ
り
な
が

ら
も
、
少
し
も
念
仏
に
心
を
か
け
候
わ
ん
を
ば
、
す
す
め
た
ま

う
べ
し
。
こ
れ
弥
陀
如
来
の
御
宮
仕
え
へ
と
お
ぼ
し
め
す
べ
く

候
な
り
。（『
昭
法
全
』
五
三
一
頁
）

と
い
う
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
北
条
政
子
に
ど
の
よ
う
に

社
会
と
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
社
会
の
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
、
お
念
仏
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
な



─ 45 ─

か
で
、「
阿
弥
陀
さ
ま
の
御
宮
仕
え
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
で
き
る
言
葉
で
あ
ろ
う
か
な
と
思
い
ま

す
が
、
先
ほ
ど
の
平
岡
先
生
の
ご
発
表
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
浄

土
宗
が
社
会
に
参
加
し
て
い
く
際
の
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
よ
う

な
言
葉
遣
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
言
葉
に
つ
き
ま
し
て
、
ま
ず
は
平
岡
先
生
か
ら
ご
意
見
を
お

聞
き
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　　

平
岡　

は
い
。
言
い
わ
け
が
ま
し
く
な
り
ま
す
が
、
私
は
イ
ン
ド

仏
教
が
専
門
な
の
で
、
日
本
史
や
日
本
仏
教
、
あ
る
い
は
法
然
上
人

の
浄
土
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
語
れ
ま
せ
ん
が
、
今
、

「
宮
仕
え
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
も
一
つ
の

根
拠
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
根
拠
は
た
く
さ

ん
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
そ
れ
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

の
一
つ
に
な
り
得
る
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
日
の
私
の
発
表
に
関
連
し
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
何
度
も
申
し
上
げ
る
と
お
り
、
法
然
浄
土
教
の
思

想
的
な
点
に
目
を
や
る
と
念
仏
往
生
で
あ
っ
て
、
社
会
と
の
関
わ
り

は
一
切
見
え
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
え
が
当
時

与
え
た
影
響
に
目
を
や
る
と
、
社
会
の
変
革
を
促
す
よ
う
な
思
想
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
注
目
し
た
と
き
に
、
浄
土
宗
が
社
会
参
加
を
し
て

い
く
根
拠
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

社
会
福
祉
と
い
う
と
、
ど
う
も
敬
遠
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
し
、
や
や
上
か
ら
目
線
な
感
じ
を
受
け
る
方
も
い
る
か
と
お
も
い

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
私
は
も
う
一
度
広
い
概
念
で
「
社
会
参

加
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
そ
の
な
か
に
社
会
福
祉
も
位
置
付
け

て
い
け
れ
ば
と
い
う
思
い
も
持
っ
て
お
り
ま
す
。『
選
択
集
』
の
第

三
章
で
、
ど
う
し
て
お
念
仏
を
選
択
さ
れ
た
の
か
と
い
う
根
拠
に
、

造
像
起
塔
を
も
つ
て
云
々
と
い
う
説
示
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、

お
金
持
ち
で
も
な
く
て
、
頭
の
い
い
人
で
も
な
く
て
、
持
戒
を
し
て

い
る
人
で
も
な
く
て
、
多
聞
の
人
で
も
な
く
て
、
対
象
と
す
る
の
は
、

非
常
に
貧
乏
な
人
で
あ
り
、
愚
痴
の
人
で
あ
り
、
知
恵
の
な
い
人
で

あ
り
、
学
問
の
少
な
い
人
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
破
戒
の
人
ま
で
も
対

象
に
す
る
の
だ
と
。
も
う
こ
の
視
点
自
体
が
一
番
底
辺
に
目
線
を
置

い
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
り
も
直
接
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
福
祉
的
な
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
る
一
つ
の
根
拠
に
な
り
得

る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
社
会
福
祉

の
専
門
家
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
考
え
た
ら
、

浄
土
宗
独
自
の
社
会
福
祉
が
展
開
で
き
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
今
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申
し
上
げ
た
、
法
然
上
人
の
教
え
が
果
た
し
た
歴
史
的
な
イ
ン
パ
ク

ト
に
根
拠
を
求
め
、
そ
し
て
、
先
ほ
ど
安
永
先
生
か
ら
も
ご
指
摘
あ

っ
た
よ
う
に
、
死
、
あ
る
い
は
死
後
の
世
界
を
前
提
に
し
た
教
え
で

す
の
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
死
別
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
点
に

強
み
が
あ
り
、
そ
こ
に
大
い
に
浄
土
教
は
関
与
で
き
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

私
の
勤
務
す
る
大
学
で
も
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
以
来
、

学
生
を
連
れ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
行
っ
て
い
ま
す
。
現
地
の
浄

土
宗
の
僧
侶
か
ら
お
話
を
聞
き
ま
す
と
、
や
は
り
浄
土
宗
の
強
み
は

何
と
い
っ
て
も
、
死
ん
で
も
ま
た
会
え
る
と
い
う
こ
と
を
正
々
堂
々

と
言
え
る
こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
が
禅
宗
だ
と
な
か
な

か
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。「
喝
」
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
苦
し
み
は

ス
ト
ン
と
落
ち
て
こ
な
い
。
で
も
、
や
は
り
我
々
浄
土
宗
は
、
ま
た

極
楽
で
お
会
い
で
き
る
ん
だ
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
供
で
き
ま
す
。

ま
た
、
臨
終
行
儀
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
的

な
と
こ
ろ
は
、
今
後
、
浄
土
宗
の
強
み
と
し
て
推
し
だ
し
て
い
っ
た

ら
い
い
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
特
徴
と
し
て
、
社
会
福
祉
に
お
い
て
も
、
や

は
り
「
愚
者
の
自
覚
」
を
根
本
に
据
え
て
、
同
じ
目
線
に
立
っ
た
活

動
を
行
う
う
え
で
の
根
拠
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
福
祉
事
業
あ
る
い
は
社
会
参
加
活
動
を
し

て
い
く
と
、
今
ま
で
に
は
な
い
活
動
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
浄
土

宗
だ
け
で
は
な
く
日
本
の
宗
派
仏
教
は
、
こ
れ
か
ら
厳
し
い
時
代
を

迎
え
る
で
あ
ろ
う
社
会
に
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
形
で
、
運
動
あ
る

い
は
活
動
を
展
開
す
る
根
拠
、
手
が
か
り
と
し
て
、
も
う
一
度
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
安
永
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　　

安
永　

禅
勝
房
伝
説
の
詞
と
し
て
、
自
身
安
穏
の
御
法
語
を
よ
く

い
た
だ
き
ま
す
。

現
世
を
過
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
過
ぐ
べ
し
。

念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
ば
、
な
に
な
り
と
も
よ
ろ
ず

を
厭
い
捨
て
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
べ
し
。
い
わ
く
、
聖
で
申
さ

れ
ず
ば
妻
を
も
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻
を
も
う
け
て
申
さ
れ
ず

ば
、
聖
に
て
申
す
べ
し
。
住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば
流
行
し
て
申

す
べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
家
に
居
て
申
す
べ
し
。
自
力

の
衣
食
に
て
申
さ
れ
ず
ば
他
人
に
助
け
ら
れ
て
申
す
べ
し
。
他

人
に
助
け
ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば
自
力
の
衣
食
に
て
申
す
べ
し
。
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一
人
し
て
申
さ
れ
ず
ば
同
朋
と
と
も
に
申
す
べ
し
。
共
行
し
て

申
さ
れ
ず
ば
一
人
籠
居
し
て
も
う
す
べ
し
。
衣
食
住
の
三
は
念

仏
の
助
業
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
自
身
安
穏
に
し
て
念
仏
往
生

を
遂
げ
ん
が
た
め
に
は
、
何
事
も
み
な
念
仏
の
助
業
な
り
。

（『
昭
法
全
』
四
六
三
頁
）

こ
の
現
世
は
お
念
仏
が
申
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
過
ご
し
な
さ
い
、

何
ご
と
も
皆
念
仏
の
助
業
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
お
坊
さ
ん
が

地
域
に
参
加
し
て
、
そ
の
ご
縁
で
信
者
さ
ん
が
お
寺
に
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
、
そ
の
方
が
「
お
念
仏
が
あ
り
が
た
い
」
と
お
も
う
よ
う
に
な

る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
私
は
お
念
仏
の
助
業
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
そ
の
御
法
語
の
な
か
で
、「
自
力
の

衣
食
に
て
申
さ
れ
ず
ば
他
人
に
助
け
ら
れ
て
申
す
べ
し
」
と
あ
り
ま

す
。
自
分
の
力
で
お
念
仏
を
称
え
ら
れ
る
環
境
に
で
き
な
け
れ
ば
、

他
人
の
助
け
を
受
け
て
も
う
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
か

地
域
の
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
、
そ
の
ご
縁
の
な
か
で
お
念
仏
が
あ

り
が
た
い
な
と
な
れ
ば
、
そ
れ
も
私
は
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

　　

袖
山　

そ
れ
で
は
清
水
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

清
水　

法
式
の
立
場
か
ら
で
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
宮
仕
え
は
日
々

の
お
給
仕
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
年
の
春
か
ら
ご
縁
を
い
た

だ
き
ま
し
て
、
知
恩
院
さ
ん
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
『
知
恩
』
に

「
お
給
仕
の
合
間
で
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
毎
月
連
載
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
た
ら
、
法
式
の
観
点

か
ら
考
え
る
、
檀
信
徒
に
伝
え
る
心
構
え
は
何
か
が
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
心
が
あ
れ
ば
形
が
定
ま
る
、
形
が
あ
れ
ば

心
が
整
う
。
我
々
は
日
頃
、
不
即
不
離
の
関
係
で
お
給
仕
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

昔
、
も
う
御
遷
化
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
の
法
縁
関
係
で
あ
り
、
布

教
師
会
の
重
鎮
で
あ
り
ま
し
た
岩
井
信
道
上
人
が
よ
く
申
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
。
岩
井
先
生
の
ご
自
坊
で
あ
る
伏
見
の
阿
弥
陀
寺
で
は
、

お
正
月
の
箸
紙
に
「
山
主
」
と
書
い
て
あ
る
そ
う
で
、
岩
井
先
生
は

こ
れ
を
や
め
て
く
れ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
山
主
は
誰
か
と
言
う
た
ら
ご
本
尊
や
。
ご
本
尊
よ
り
偉
い
者
は
お

ら
ん
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ど
う
か
す
る
と
我
々
僧
侶
で

も
住
職
が
偉
い
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
集
落
の
人
や
檀
家
さ

ん
か
ら
、「
和
尚
さ
ん
、
和
尚
さ
ん
」
と
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
そ
の
お
寺
で
一
番
偉
い
の
は
住
職
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、「
お
寺
で
、
山
内
で
一
番
偉
い
の

は
阿
弥
陀
さ
ま
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
た
ら
い
か
ん
」
と
岩
井
先
生
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か
ら
度
々
言
わ
れ
た
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

倶
会
一
処
の
お
話
も
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
私
が
自
分
の
親
を

送
っ
た
と
き
に
、
最
後
、
棺
お
け
の
ふ
た
を
す
る
と
き
に
、「
ま
た

な
」
と
言
う
た
の
を
、
今
、
ふ
と
思
い
出
し
ま
し
た
。
ま
た
極
楽
浄

土
で
再
会
で
き
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ん

で
す
ね
。「
ま
た
な
」、「
先
に
行
っ
て
い
て
待
っ
て
て
な
」
と
い
う

言
葉
を
言
っ
て
、
お
棺
の
ふ
た
を
閉
め
た
こ
と
を
今
の
両
先
生
の
お

話
を
聞
い
て
、
思
い
出
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
残
り
時
間
も
わ
ず
か
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
大
変
拙
い
進
行
で
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
凡
入
報
土
を
一
つ
の
題
材
に
し
な
が
ら
、「
浄
土
宗
立

教
開
宗
の
精
神
」
を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
最
後
に
、
平
岡
先
生
か
ら
的
を
射
た
言
い
回
し
を
い
た
だ
い

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
浄
土
宗
の
強
み
は
、「《
浄
土
で
の
再
会
》

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
供
で
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
同
じ

よ
う
な
意
味
の
こ
と
は
何
度
も
聞
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
言
い
回
し
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。「《
浄
土
で
の
再
会
》
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
提
供
す
る
」
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
看
取
り
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
展

開
・
波
及
し
て
い
く
一
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
と
連
動
し
て
、
臨
終
行
儀
が
提
供
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
式
の
観
点
か
ら
も
大
き
な
テ
ー
マ
・
主
題
と
し
て
再
注
目
さ
れ
て

い
く
と
思
い
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
布
教
に
お
い
て
は
永
遠
の
テ
ー

マ
で
あ
ろ
う
か
と
存
ず
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

我
々
は
常
々
、
浄
土
で
の
再
会
と
い
う
こ
と
を
心
に
修
め
、
ア
ピ

ー
ル
し
な
が
ら
、
お
通
夜
、
お
葬
式
、
あ
る
い
は
法
事
の
現
場
に
臨

ん
で
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
実
は
凡
入
報

土
か
ら
導
か
れ
て
い
る
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
先
生
方
か
ら
一
言
ず
つ
頂
戴
し
ま
し
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
締
め
く
く
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
、
清
水
先
生
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　

清
水　

先
ほ
ど
、
袖
山
先
生
か
ら
京
都
の
東
寺
の
話
が
出
ま
し
た
。

弘
法
大
師
の
お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
弘
法
大
師
の
『
秘
蔵
宝
鑰
』
と

い
う
書
物
の
な
か
に
、「
仏
教
す
で
に
存
せ
り
、
弘
教
は
人
に
あ
り
」

と
い
う
一
節
が
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
は
既
に
存
在
し
て
い
る
、
そ
れ

を
広
め
行
う
の
は
人
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
教
え
と
照
ら
し
合
わ
せ

ま
し
て
も
、
我
々
が
ま
ず
八
五
〇
年
に
向
け
て
行
う
の
は
実
践
で
す
。

教
え
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
実
行
・
実
践
す
る
た
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め
に
あ
る
。
つ
ま
り
は
念
仏
為
先
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　

安
永　

あ
と
七
年
後
に
開
宗
八
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
法
然
上
人

は
八
五
〇
年
前
に
「
我
浄
土
宗
を
立
つ
る
意
は
凡
夫
の
報
土
に
生
ま

る
る
こ
と
を
示
さ
ん
た
め
な
り
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
教
え
が

示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
な
に
も
八
五
〇
年
前
の
人
々
の
み
で
は
な
く

て
、
今
現
在
を
生
き
て
い
る
私
に
も
も
ち
ろ
ん
示
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
言
葉
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
我
が
身
の

も
の
と
し
て
精
進
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　　

平
岡　

凡
入
報
土
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
私
な
り
に
い
ろ
い

ろ
考
え
て
、
よ
い
勉
強
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
な
と
い
う
の

が
率
直
な
感
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
の
話
で
も
申
し
上
げ
た
と
お

り
、
三
業
を
三
分
野
に
当
て
は
め
ま
す
と
、
意
業
は
教
学
、
口
業
が

布
教
、
身
業
が
法
式
と
い
う
一
応
の
分
類
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
個
人
に
よ
っ
て
得
意
分
野
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
三
つ
合
わ
せ
て
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
便
宜
的
に
三
つ
に
分

か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
た

め
に
は
、
こ
の
三
者
が
シ
ナ
ジ
ー
を
発
揮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
立
教
開
宗
の
精
神
を
ま
た
次
の
世
代
に
も
伝

え
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
三
位
一
体
、
こ
の
三
者
が
共
同
す
る
こ

と
が
事
な
の
は
な
い
か
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

　　

袖
山　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

二
時
間
と
い
う
枠
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
意
見

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
、
消
化
不
良
な

感
、
あ
る
い
は
も
っ
と
議
論
が
展
開
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご

指
摘
は
当
然
あ
ろ
う
か
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
何
と
ぞ
、
お
許
し
を
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、「
浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

凡
入
報
土
を
話
題
と
し
な
が
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
の
学
術
大
会
で
は
、
二
〇
二
四
年
の
開
宗
八
五
〇
年
の
祥

当
の
年
ま
で
、
こ
の
「
立
教
開
宗
の
精
神
」
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
大

会
テ
ー
マ
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
展
開
し
て
い
く
か
と
存
じ

ま
す
。

　

今
回
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
ま
だ
ま
だ
言
い
足
り
な
い

こ
と
、
意
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
多
々
あ
ろ
う
か
と
ご
ざ
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
に
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。
不
慣
れ
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
は
ご
ざ
い
ま
し
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た
け
れ
ど
も
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

�

　
（
了
）　
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特
別
部
会

　『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の

パ
ネ
ラ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
大
学
教
授　

林
田　

康
順

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員　

齊
藤　

舜
健

東
京
大
学
大
学
院
教
授　

下
田　

正
弘

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　
　
　
　

大
正
大
学
准
教
授　

石
川　

琢
道

　
石
川　

そ
れ
で
は
、
平
成
二
九
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
二
日

目
午
後
の
部
、「『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の
」
と
題

し
て
特
別
部
会
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�

〔
同
称
十
念
〕

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
長
ら
く
お
待
た
せ
を
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ご
存
じ

の
と
お
り
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
、
昨
年
刊
行
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
本
特
別
部
会
で
は
、
こ
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞

典
』
を
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い
く
の
か
、
皆
さ
ま
が
た

と
ご
一
緒
に
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
配
り
い
た
し
ま
し
た
資
料
に
こ
の
特
別
部
会
の
趣
旨
に
つ
い
て

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
読
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
代
に
お
け
る
浄
土
宗
の
最
高
の
英
知
を
集
め
た
『
新
纂
浄
土

宗
大
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
一
年
を
迎
え
た
。
旧
大
辞
典
の
全
面

的
な
改
稿
を
行
い
、
こ
の
数
十
年
で
進
ん
だ
研
究
成
果
を
余
す

こ
と
な
く
取
り
こ
ん
だ
革
新
的
な
辞
典
と
い
え
る
。
こ
の
刊
行

の
次
に
、
今
、
私
た
ち
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏

の
慈
恩
、
そ
し
て
、
法
然
上
人
の
み
教
え
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の

た
め
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
大
辞
典
の
英
知
を
、
宗
内

の
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
社
会
に
発
信
し
て
い
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く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
新
大
辞
典
の
編
纂
、
そ
し
て
宗
内

外
の
仏
典
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
に
携
わ
る
立
場
か
ら
、『
新
纂

浄
土
宗
大
辞
典
』
が
浄
土
宗
内
、
そ
し
て
広
く
社
会
に
対
し
て

も
た
ら
す
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

今
回
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
つ
い
て
ご
討
論
を
い
た
だ
く
に
あ

た
り
ま
し
て
、
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
三
名
の
先
生
に
ご
登
壇
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
順
番
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
大
正
大
学
教
授
、
ま
た
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
長

を
務
め
ら
れ
た
林
田
康
順
先
生
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
、

浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
班
の
齊
藤
舜
健
先
生
、
そ
し

て
、
東
京
大
学
大
学
院
教
授
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
研
究
会
代
表
委
員
の
下
田
正
弘
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し

て
紹
介
が
遅
れ
ま
し
た
、
私
、
大
正
大
学
准
教
授
、
ま
た
新
纂
浄
土

宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
末
席
で
仕
事
を
お
手

伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
、
今
回
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
石
川
琢
道
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
日
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
が
、
こ
の
趣
旨
説
明
、
先
生

の
ご
紹
介
が
済
ん
だ
後
、
各
先
生
方
か
ら
二
〇
分
ず
つ
お
話
を
い
た

だ
き
ま
す
。
そ
の
後
、
し
ば
し
休
憩
と
り
ま
し
て
、
今
度
は
四
人
の

先
生
方
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
流
れ
で
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
皆
さ
ま
の
お
手
元
に
質
問
用
紙
を
配
布

し
て
お
り
ま
す
。
す
べ
て
の
ご
質
問
に
お
答
え
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

後
半
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す

　

そ
れ
で
は
早
速
、
林
田
康
順
先
生
か
ら
ご
発
表
を
頂
戴
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
林
田
先
生
よ
ろ
し
く
ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

林
田　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
大
正
大
学
の
林
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
名

前
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
石
川
先
生
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま

し
た
よ
う
に
編
纂
実
行
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

お
配
り
し
ま
し
た
資
料
に
沿
っ
て
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に
、「
ま
ず
は
御
礼
か
ら
―
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
―
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
本
日
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま

す
石
上
善
應
先
生
を
中
心
に
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
編
纂
さ
れ
ま
し

て
、
昭
和
四
九
年
に
初
版
第
一
巻
が
で
き
ま
し
た
。
私
ど
も
も
学
生

時
代
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
辞
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
編
纂
実

行
委
員
長
を
お
務
め
下
さ
っ
た
石
上
先
生
が
浄
土
宗
総
合
研
究
所
に

所
長
と
し
て
お
運
び
を
い
た
だ
い
た
平
成
一
〇
年
ご
ろ
か
ら
「『
浄
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土
宗
大
辞
典
』
を
見
直
し
た
い
」
と
私
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま

し
た
。

　

具
体
的
に
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
の
は
平
成
十
四
年
で
ご
ざ
い
ま

す
。
当
初
の
二
年
間
は
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
見
直
し
と
い
う
こ
と

で
作
業
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
法

的
な
問
題
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
申
し
上
げ

る
ま
で
も
な
く
著
作
権
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
『
旧
大
辞
典
』
の

本
文
は
法
的
に
は
ど
な
た
に
帰
属
す
る
か
が
全
く
分
か
ら
な
い
状
態

で
す
。
ま
た
『
旧
大
辞
典
』
に
載
っ
て
お
り
ま
す
画
像
等
々
の
著
作

権
の
継
承
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
ご
判
断
を
法
曹
家
の
先
生
方

か
ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
に
「
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
に

関
す
る
宗
令
」
が
出
さ
れ
ま
し
て
、
基
本
的
に
は
一
か
ら
辞
典
を
作

り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、『
旧
大
辞
典
』
の
と
き
に
塚
本
善

隆
先
生
が
お
務
め
に
な
ら
れ
た
編
纂
委
員
長
を
今
回
は
石
上
善
應
先

生
に
、
そ
し
て
、
当
初
、
副
委
員
長
に
は
ま
だ
本
山
に
晋
ま
れ
る
前

の
伊
藤
唯
眞
猊
下
に
お
務
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。
伊
藤
猊
下
が
清
浄

華
院
、
知
恩
院
へ
と
晋
ま
れ
ま
し
た
の
で
、
佛
教
大
学
の
学
長
を
お

務
め
に
な
り
、
現
在
、
百
萬
遍
知
恩
寺
の
御
法
主
で
あ
ら
れ
る
福
原

隆
善
台
下
に
副
委
員
長
の
任
を
継
承
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
先
生
方
の
ご
指
導
の
も
と
で
編
纂
実
行
委
員
会
が
組
織
さ
れ

ま
し
て
、
私
が
そ
の
責
任
者
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
見
出
し
項
目
な
ど
を
含
め
て
都
合
九
一
〇

〇
項
か
ら
成
り
ま
す
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
平
成
二
八
年
三
月

一
四
日
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
よ
う
な
者
が
実

行
委
員
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
は
、
大
変
な
事
業
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
真
っ
暗
闇
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
思
い
で
お
り
ま
し
た
。

辞
典
を
編
集
し
て
い
る
夢
を
二
〇
〇
回
ほ
ど
見
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

夢
を
見
て
目
が
覚
め
る
と
ま
だ
午
前
三
時
、
四
時
と
い
う
こ
と
も
続

き
ま
し
た
。
胃
に
穴
は
開
か
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
周

辺
の
先
生
方
か
ら
は
、「
林
田
さ
ん
、
死
な
な
い
よ
う
に
」
と
常
に

言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
今
、
な
ん
と
か
い
ち
お
う
生
き
残
っ
て
お

り
ま
す
。「
朝
の
来
な
い
夜
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
ご
ざ
い
ま
す

が
、
真
っ
暗
な
な
か
を
ど
う
に
か
進
み
続
け
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
謹
ん
で
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

辞
典
刊
行
に
至
る
経
緯
は
、
辞
典
の
巻
末
に
二
一
ペ
ー
ジ
に
わ
た

る
「
編
集
後
記
」
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
は
個

別
の
お
名
前
も
載
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
方
は
是
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非
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
と
「
大
変
だ
っ
た
ん
だ
な
、
林
田
は
」
と

感
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
資
料
に
は
「『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の
」

「（
一
）
浄
土
宗
義
の
正
確
な
理
解
を
伝
え
る
―
〈
浄
土
宗
〉
の
辞
典

の
編
纂
に
あ
た
り
―
」
と
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
申
し
上
げ
る
ま
で

も
な
く
私
は
宗
学
を
専
攻
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
宗

学
の
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
い
た
黒
谷
金
戒
光
明
寺
御
法
主
高
橋
弘

次
台
下
が
『
浄
全
月
報
』
第
九
号
（
昭
和
四
六
年
）
に
「
宗
学
の
周

辺
」
と
い
う
原
稿
を
寄
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
宗
学
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
ご
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

（
浄
土
）
宗
学
と
い
う
学
問
は
規
範
的
研
究
と
い
う
領
域
の
な

か
に
位
置
し
、
そ
れ
は
自
ら
の
宗
教
が
「
い
か
に
あ
る
べ
き

か
」
と
い
う
主
体
的
な
実
践
が
先
行
す
る
求
道
的
な
性
格
を
も

つ
学
問
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
い
う
浄
土
宗
の
規
範
と
は
、
一
言
で
申
し
上
げ
る
と
『
一
枚

起
請
文
』
の
結
尾
に
あ
り
ま
す
「
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
「
な
ぜ
私
た
ち
が

お
念
仏
を
称
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」、「
ど
の
よ
う
な
お
念
仏

な
の
か
」、
お
念
仏
の
周
辺
を
し
っ
か
り
と
学
ぶ
、
お
念
仏
の
正
し

さ
を
中
心
に
据
え
て
勉
強
す
る
の
が
浄
土
宗
学
、
広
く
は
浄
土
宗
の

僧
侶
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
私
は
受
け
取
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま

り
「
浄
土
宗
の
規
範
」
と
は
、「
絶
対
的
な
も
の
」、「
変
わ
ら
な
い

も
の
」
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
同
じ
く
高
橋
台
下
は
、『
浄
全
月
報
』
第
四
二
号
（
昭
和

四
九
年
）
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
「
宗
学
と
仏
教
学
」
の
な
か
で
は
、

念
仏
の
教
え
を
人
び
と
に
弘
め
伝
え
る
に
は
、
現
代
の
合
理
的

思
惟
の
洗
練
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
主
体
的
な
研
究
を
お
こ
な
う
宗
学

も
、
仏
教
の
科
学
的
研
究
の
成
果
を
理
解
し
消
化
し
た
う
え
に

お
い
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
ご
指
摘
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
現
代
の
合
理
的
思

惟
」、
ま
さ
に
こ
の
学
術
大
会
に
あ
た
っ
て
今
日
も
新
し
い
研
究
成

果
が
積
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
れ
で
終
わ
り

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
相
対
的
な
も
の
」、「
変
わ
っ
て
い
く
も

の
」
と
し
て
今
後
も
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま

す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
こ
れ
ら
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
「
相
対
的
な

も
の
」
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
資
料
に
記
し

て
お
き
ま
し
た
「
学
際
的
な
土
俵
に
立
ち
つ
つ
、
浄
土
宗
教
団
が
開

示
し
て
き
た
信
仰
世
界
を
決
し
て
手
放
さ
な
い
姿
勢
」、
あ
る
い
は
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「
広
い
意
味
で
の
浄
土
宗
学（
浄
土
宗
教
団
に
対
す
る
護
教
性
を
有
す

る
）を
基
底
に
す
え
た
姿
勢
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
浄
土
宗
の
辞
典
」
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
望
ま
れ
る

姿
勢
は
、
浄
土
宗
学
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
浄
土
宗
の
僧
侶
と
し
て
、
法
然
上
人
の
み
教
え
を
大
切

に
し
て
、
辞
典
を
編
纂
し
て
い
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
と
受
け
止
め
て
お

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
思
い
の
な
か
で
、
十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
携

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
資
料
の
「（
二
）『
広
辞
苑
』
に
お
け
る
《
選
択
》《
選
択

本
願
》《
選
択
本
願
念
仏
集
》
の
変
遷
か
ら
」
と
記
し
て
お
き
ま
し

た
と
こ
ろ
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
父
が
、
中
学
の
国
語
の

教
員
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
手
元
に
『
広
辞
苑
』
の
各
版
が
あ

り
ま
し
た
。『
広
辞
苑
』
の
第
一
版
で
は
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
と

い
う
項
目
の
読
み
方
は
「
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ

う
」
で
し
た
が
、
第
二
版
で
は
「
選
択
集
」
と
い
う
項
目
の
読
み
が

「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
」
で
は
な
く
「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。
や
は
り
真
宗
さ
ん
の
影
響
が
強
い
ん
だ
な
と
思

い
ま
し
た
が
、
実
は
い
ろ
い
ろ
と
変
遷
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

今
回
改
め
て
調
査
を
し
て
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

移
り
変
わ
り
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
昭
和
一
〇
年
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
辞
苑
』
で
す
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
【
選
擇
】（
名
）〔
佛
〕
よ
り
わ
け
る
こ
と
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
擇
】（
名
）
せ
ん
た
く
。

仏
教
用
語
と
し
て
は
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
と
読
ま
せ
「
よ
り
わ
け
る
こ

と
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
方
、
一
般
用
語
と
し
て
は
「
せ

ん
ち
ゃ
く
」
と
読
ま
せ
て
「
せ
ん
た
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

次
に
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
辞
苑
』
が
岩
波
書
店
に
移
り
ま

し
て
、
昭
和
三
〇
年
に
『
広
辞
苑
』
第
一
版
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
【
選
択
】〔
仏
〕
よ
り
わ
け
る
こ
と
。
ま
た
善

を
採
り
悪
を
去
る
こ
と
。
せ
ん
ち
ゃ
く
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
①
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
い

う
。
②
四
十
八
願
の
中
、
念
仏
の
行
者
を
救
済
し
よ
う
と
い

う
誓
で
あ
る
第
十
八
願
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
【
選
択
本
願
念
仏

集
】
建
久
九
年
、
源
空（
法
然
上
人
）が
、
九
条
兼
実
の
求
め

に
応
じ
て
、
念
仏
が
往
生
成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た

書
。
二
巻
。
浄
土
宗
・
真
宗
の
根
本
聖
典
。
選
択
集
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
用
語
と
し
て
、「
選
択
」「
選
択
本
願
」
は
「
せ
ん

じ
ゃ
く
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
が
、「
選
択
本
願
念
仏
集
」
で
は

「
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
」
と
読
ま
せ
て
い
る
う
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え
に
、
初
版
で
は
き
ち
ん
と
正
式
名
称
で
あ
る
「
選
択
本
願
念
仏

集
」
と
い
う
項
目
名
で
収
録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
昭
和
四
四
年
に
改
訂
さ
れ
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
【
選
択
】〔
仏
〕（
取
捨
の
意
）
善
を
採
り
悪
を

去
る
こ
と
。
摂
取
。
真
宗
で
は
セ
ン
ジ
ャ
ク
、
浄
土
宗
で
は

セ
ン
チ
ャ
ク
と
よ
む
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
い
う
。

ま
た
、
そ
の
第
十
八
願
を
い
う
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
選
択
本
願
念
仏
集
の
略
。

二
巻
。
法
然
が
、
九
条
兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
、
念
仏
が
往

生
成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た
書
。
一
一
九
八
年
成
る

か
。
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
。
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
択
】〔
仏
〕
→
せ
ん
じ
ゃ
く

・
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
→
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う

こ
こ
で
は
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
は
第
一
版
の
解
説
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で

す
が
、
後
半
に
「
真
宗
で
は
セ
ン
ジ
ャ
ク
、
浄
土
宗
で
は
セ
ン
チ
ャ

ク
と
読
む
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
真
宗
さ
ん
の
読
み

方
が
先
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
第
一
版
で
は
、「
せ
ん
ち
ゃ
く

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
【
選
択
本
願
念
仏
集
】」
と
し
て
正
式

名
称
で
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
せ
ん
じ
ゃ
く
し

ゅ
う
【
選
択
集
】」
と
い
う
略
称
で
項
目
が
変
更
さ
れ
て
い
る
う
え

に
真
宗
さ
ん
の
読
み
方
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ち
お
う
「
せ
ん

ち
ゃ
く
」
と
「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
」
と
い
う
項
目
も
立
て
ら
れ
て

は
い
ま
す
が
、
項
目
名
の
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
に
つ
い
て
は
「
せ

ん
じ
ゃ
く
」、「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
を
見
る
よ
う
に
と
い
う
指
示

が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
こ
れ
が
第
二
版
補
訂
と
な
り
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
記
述
に

な
り
ま
す
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
【
選
択
】〔
仏
〕（
取
捨
の
意
）
善
を
採
り
悪
を

去
る
こ
と
。
摂
取
。
真
宗
で
は
セ
ン
ジ
ャ
ク
、
浄
土
宗
で
は

セ
ン
チ
ャ
ク
と
よ
む
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
い
う
。

ま
た
、
そ
の
第
十
八
願
を
い
う
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
→
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
択
】
→
せ
ん
じ
ゃ
く

・
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
選
択
本
願
念
仏
集
の
略
。

二
巻
。
法
然
が
、
九
条
兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
、
念
仏
が
往

生
成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た
書
。
一
一
九
八
年
成
る

か
。
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
。
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
。

「
せ
ん
じ
ゃ
く
」「
せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
」
は
そ
の
ま
ま
で
す
け
れ
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ど
も
、「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
は
「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
」
を
見

よ
と
い
う
指
示
に
変
更
さ
れ
て
お
り
、
浄
土
宗
の
伝
統
的
読
み
方
で

あ
る
「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
」
が
本
項
目
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

続
く
第
三
版
で
は
、
本
項
目
の
読
み
方
は
浄
土
宗
の
も
の
が
中
心

と
な
っ
て
い
ま
す
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
→
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
択
】〔
仏
〕（
取
捨
の
意
）
善
を
採
り
悪
を

捨
て
る
こ
と
。
摂
取
。
浄
土
宗
で
は
セ
ン
チ
ャ
ク
、
浄
土
真

宗
で
は
セ
ン
ジ
ャ
ク
と
よ
む
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
い
う
。

ま
た
、
特
に
そ
の
第
十
八
願
を
い
う
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】（
セ
ン
ジ
ャ
ク
シ
ュ
ウ
と

も
）
法
然
が
、
九
条
兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
、
念
仏
が
往
生

成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た
書
。
二
巻
。
一
一
九
八
年

（
建
久
九
）
成
る
か
。
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
。
選
択
本
願
念

仏
集
。

こ
の
よ
う
に
「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
で
は
「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ

う
」
を
見
よ
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
と
い
う
項
目

は
削
除
さ
れ
、「
せ
ん
ち
ゃ
く
」
の
み
が
採
用
さ
れ
、
浄
土
宗
の
読

み
を
先
に
示
し
、
そ
の
あ
と
に
浄
土
真
宗
の
「
せ
ん
じ
ゃ
く
」
と
い

う
読
み
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
第
四
版
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
→
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
択
】（
セ
ン
ジ
ャ
ク
と
も
）〔
仏
〕
善
を
採

り
悪
を
捨
て
る
こ
と
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
い
う
。

ま
た
、
特
に
そ
の
第
十
八
願
を
い
う
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】（
セ
ン
ジ
ャ
ク
シ
ュ
ウ
と

も
）
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
。
二
巻
。
法
然
の
著
。
一
一
九
八

年
（
建
久
九
）
成
る
か
。
九
条
兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
、
念

仏
が
往
生
成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た
書
。
正
称
、
選

択
本
願
念
仏
集
。

第
三
版
を
踏
襲
し
、「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
は
「
せ
ん
ち
ゃ
く
し

ゅ
う
」
を
見
よ
と
い
う
指
示
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
中
、

「
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
」
の
解
説
の
最
後
に
「
正
称
、
選
択
本
願
念

仏
集
」
と
い
う
よ
う
に
、
正
式
名
称
が
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
で
あ

る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
第
五
版
に
な
り
ま
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
【
選
択
集
】
→
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
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ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

・
せ
ん
ち
ゃ
く
【
選
択
】（
セ
ン
ジ
ャ
ク
と
も
）〔
仏
〕
善
を
採

り
悪
を
捨
て
る
こ
と
。

・
―
ほ
ん
が
ん
【
選
択
本
願
】
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
済
度
の
た
め

に
選
択
し
た
と
こ
ろ
の
四
十
八
願
を
い
う
。
ま
た
、
特
に
そ

の
第
十
八
願
を
い
う
。

・
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
【
選
択
本
願
念
仏

集
】
浄
土
宗
の
根
本
聖
典
。
法
然
の
著
。
二
巻
。
一
一
九
八

年
（
建
久
九
）
成
る
か
。
九
条
兼
実
の
求
め
に
応
じ
て
、
念

仏
が
往
生
成
仏
の
根
本
た
る
こ
と
を
説
い
た
書
。
選
択
集
。

「
せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
か
ら
正
式
名
称
で
あ
る
「
せ
ん
ち
ゃ
く
ほ

ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
」
を
見
る
よ
う
に
指
示
が
あ
り
、
そ
れ
ま

で
略
称
が
項
目
名
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「
せ
ん
ち
ゃ
く

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
」
と
い
う
正
式
名
称
が
本
項
目
名
と
し

て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
変
遷
が
あ
り
ま
し
た
項
目
名
、
解
説
文
も
こ
の
第
五
版
の
も

の
で
落
ち
着
き
ま
し
て
、
第
六
版
は
基
本
的
に
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い

ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。『
広
辞
苑
』
に
お
け
る
変
遷
を
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
初
版
か
ら
第
二
版
に
か
け
て
の
改
訂
、
初
版
で
は
「
せ
ん
ち

ゃ
く
し
ゅ
う
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
第
二
版
で
は
「
せ
ん
じ
ゃ
く
し

ゅ
う
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
、
項
目
名
の
選
択
、
採

用
さ
れ
た
項
目
名
の
読
み
方
、
そ
の
解
説
の
内
容
な
ど
、
い
か
に
編

纂
者
の
視
点
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
大
学
の
ゼ
ミ
の
最
初
の
課
題
と
し
て
学
生
に
、
好
き
な
単

語
を
調
べ
さ
せ
て
発
表
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
、

同
じ
単
語
・
言
葉
で
も
複
数
の
辞
典
を
用
い
て
調
べ
て
く
る
よ
う
に

と
い
う
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
そ
れ
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、

今
の
岩
波
書
店
の
『
広
辞
苑
』
の
よ
う
な
例
が
あ
る
か
ら
で
す
。
大

正
大
学
の
図
書
館
に
行
け
ば
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
辞
典
が
所
蔵
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
日
蓮
宗
の
辞
典
で
あ
れ
ば
、
日
蓮
宗
の
理

解
に
依
る
『
選
択
集
』
の
解
説
、
浄
土
真
宗
の
辞
典
で
あ
れ
ば
浄
土

真
宗
の
理
解
に
依
る
『
選
択
集
』
の
解
説
、
辞
典
ご
と
の
説
示
内
容

の
多
様
性
を
学
び
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
極
楽
浄
土
」「
阿
弥
陀
仏
」「
選
択
本
願
念
仏
」
と
い
う
所
求
・

所
帰
・
去
行
の
浄
土
宗
の
基
本
用
語
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
申

し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
鎮
西
派
と
西
山
派
、
浄
土
真
宗
、
あ
る
い

は
時
宗
の
理
解
は
大
き
く
異
な
る
わ
け
で
あ
り
、
浄
土
三
部
経
や
第

十
八
願
、
三
心
の
捉
え
方
に
し
て
も
、
浄
土
宗
と
真
宗
で
は
大
き
な
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違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
相
違
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
ご
発

表
い
た
だ
き
ま
す
齊
藤
先
生
方
と
と
も
に
浄
土
宗
総
合
研
究
所
か
ら

『
浄
土
宗
の
「
浄
土
三
部
経
」
理
解
』（『
総
研
叢
書
』
第
八
集
、
二

〇
一
四
年
）
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ま
が
た
も

ご
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
複
数
の
辞
典
を
調
べ
る
こ
と
は
、
辞
典
選
び
の
大
切
さ
に

思
い
を
至
ら
せ
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
最
終
的
に
は
学

問
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
慎
重
な
資
料
の
選
び
取
り
の
姿
勢
に

も
つ
な
が
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
私
が
近
年
あ
れ
こ
れ
と
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
教
科
書

記
述
の
妥
当
性
の
判
断
力
に
も
関
連
す
る
も
の
で
す
。
小
学
生
や
中

学
生
、
高
校
生
が
歴
史
や
倫
理
の
教
科
書
で
「
法
然
上
人
の
教
え
を

親
鸞
が
徹
底
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
を
読
ん
で
、「
あ
ぁ
、
そ

う
な
の
か
な
」
な
ど
と
、
疑
問
に
思
わ
ず
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ

と
の
な
い
判
断
力
を
養
成
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
私
は
、
浄
土
宗
の
教
え

を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
た
め
に
は
浄
土
宗
大
辞
典
を
編
纂
す
る
側
の

姿
勢
が
い
か
に
重
要
か
、
浄
土
宗
義
の
正
確
な
理
解
を
伝
え
る
こ
と

が
い
か
に
大
切
な
こ
と
か
を
常
々
思
い
な
が
ら
、
大
辞
典
を
編
纂
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
資
料
の
「（
二
）
そ
の
他
の
編
纂
ス
タ
ン
ス
」
と
い

う
項
目
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
辞
典
の
本
文
と
そ
の
説
示
内

容
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
ま
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
で
あ

り
ま
す
が
、
今
回
、
編
纂
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
っ
て
、
前
の

浄
土
宗
大
辞
典
か
ら
継
承
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、『
新
纂
浄
土

宗
大
辞
典
』
と
い
う
こ
と
で
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、『
旧
大
辞
典
』
で
は
引
用
に
際
し
て
典
籍
名
の
指
示
の
み

で
し
た
が
、
こ
の
た
び
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
、
本
文
中

の
引
用
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
そ
の
典
拠
の
箇
所
が
分
か
る
よ
う

に
指
示
い
た
し
ま
し
た
。
ご
覧
に
な
れ
ば
お
わ
か
り
い
た
だ
け
ま
す

よ
う
に
、『
浄
土
宗
聖
典
』『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』『
法
然
上

人
伝
全
集
』『
浄
土
宗
全
書
』『
続
浄
土
宗
全
書
』
な
ど
浄
土
宗
関
係

の
叢
書
、
あ
る
い
は
、『
大
正
新
修
大
蔵
経
』『
卍
続
蔵
経
』『
日
本

続
蔵
経
』『
大
日
本
仏
教
全
書
』
な
ど
大
蔵
経
関
係
の
叢
書
、
ま
た
、

『
浄
土
真
宗
聖
典
』
や
『
西
山
叢
書
』
な
ど
各
宗
派
の
聖
典
叢
書
に

つ
い
て
も
可
能
な
限
り
出
典
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
は
「
引
用
文
直
後
に
所
収
の
叢
書
類
お
よ
び
巻
数
、
ペ
ー

ジ
数
、
段
数
を
明
示
」
し
、「
所
収
文
献
が
複
数
あ
る
場
合
は
必
要

に
応
じ
て
記
す
」、
さ
ら
に
は
「
引
用
形
式
は
和
文
で
あ
れ
ば
そ
の
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釈
文
、
漢
文
で
あ
れ
ば
返
り
点
・
送
り
仮
名
に
基
づ
く
書
き
下
し

文
」
を
掲
載
す
る
と
い
う
凡
例
で
、
執
筆
を
依
頼
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
当
初
、
編
集
委
員
の
中
で
「
そ
こ
ま
で
や
っ
た
ら
、

編
集
担
当
の
作
業
が
と
て
つ
も
な
く
大
変
に
な
る
の
で
や
め
ま
し
ょ

う
よ
」
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
原
稿
の
正
確
さ
を
期
す

と
い
う
こ
と
と
、
初
学
者
あ
る
い
は
各
寺
院
の
僧
侶
が
原
文
を
手
に

す
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
こ
の
よ
う
な
方
針
で
編
集
に
あ
た

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
で
自
分
の
首
を
締

め
る
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
ほ
ど
の
齊
藤
先

生
の
ご
発
表
で
明
ら
か
に
し
て
下
さ
い
ま
す
が
、
我
々
が
こ
の
よ
う

に
編
集
し
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
活
用
し
て
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
リ

ン
ク
さ
せ
る
と
い
う
画
期
的
な
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
大
辞
典
と
し
て
は
当
然
で
す
が
、
関
連
資
料
と
参
考
文
献
を

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。『
旧
大
辞
典
』
で
も
収
載
典

籍
、
参
考
資
料
等
の
紹
介
は
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、『
新
纂
浄
土
宗

大
辞
典
』
で
は
、
該
当
項
目
に
関
連
す
る
明
治
以
後
の
代
表
的
な
研

究
業
績
、
定
評
の
あ
る
単
行
本
、
新
説
の
提
示
な
ど
学
術
的
に
価
値

の
高
い
論
文
等
の
紹
介
を
念
頭
に
記
載
い
た
し
ま
し
た
。『
旧
大
辞

典
』
で
も
努
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
加

え
、
近
年
に
な
っ
て
研
究
が
進
ん
だ
新
し
い
論
文
、
評
価
の
高
い
論

文
な
ど
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
次
第
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
読
者
諸
氏
を
そ
れ
ら
の
資
料
や
論
考
に
導
き
、
結
び
つ

け
る
た
め
の
手
助
け
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
最
新
の
研
究
成
果
の
理

解
に
つ
な
が
り
、
教
師
に
よ
る
布
教
教
化
に
重
み
と
厚
み
を
も
た
ら

す
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
本
文
の
最
後
に
、
項
目
本
文
に
関
連
す
る
他
の
項
目
名
を

可
能
な
限
り
指
示
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
『
旧
大
辞
典
』
で
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
「
こ
ち
ら
の
項
目
も
見

な
さ
い
」
と
い
う
指
示
を
多
く
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
玄
冬
書
林
の
編
集
者
の
方
が

加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
に
作
業
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
作
業
は
、
調
べ
た
い
内
容
の
本
質
へ
と
辿
り
着
く
こ
と
を
願

い
、
ま
た
そ
の
内
容
の
多
様
な
受
け
止
め
方
や
そ
の
展
開
・
発
展
へ

と
結
び
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
、
後
ほ
ど
ご

発
表
の
齊
藤
先
生
が
見
事
に
活
用
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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ま
た
、
引
用
文
に
も
関
係
い
た
し
ま
す
が
、
本
文
中
の
漢
字
表
記

を
め
ぐ
っ
て
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
原
則
的
に
常
用
漢
字

を
使
用
い
た
し
ま
し
た
。
映
画
に
も
な
り
ま
し
た
が
、『
舟
を
編
む
』

（
三
浦
し
を
ん
、
光
文
社
、
二
〇
一
一
年
）
と
い
う
小
説
で
も
漢
字

表
記
の
難
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
漢
字
に
は
、
旧
字
、
新
字
、

正
字
、
俗
字
、
異
体
字
、
常
用
漢
字
等
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
り
ま

す
。
一
文
字
一
文
字
、
こ
の
漢
字
の
正
式
な
形
は
こ
れ
で
あ
る
と
か
、

通
常
は
こ
ち
ら
を
使
う
な
ど
、
玄
冬
書
林
さ
ん
に
は
大
変
な
示
唆
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
私
の
友
人
に
三
省
堂
で
漢
和
辞
典
な
ど
を

作
っ
て
い
る
者
か
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
な
助
言
を
も
ら
い
な
が
ら
、
編

集
に
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
も
辞
典
の
編
集

後
記
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
次
に
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
巻
末
付
録
の
紹
介
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
「
浄
土
宗
略
年
表
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『
旧
大
辞
典
』
は
昭
和
五
五
年
ま
で
の
も
の
で
す
が
、
今
回
、
大
正

大
学
の
大
学
院
生
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
す
べ
て
の
典
拠
を
再
確

認
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に

は
昭
和
五
六
年
以
降
、
平
成
二
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
年
表
を
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
浄
土
宗
関
連
史
料
の
整
理
研
究
班
の
方
々
に

協
力
を
仰
い
で
追
加
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、『
旧
大
辞
典
』
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
「
浄
土
宗
総
・
大
本

山
歴
代
住
持
」
は
、
平
成
二
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
ま
で
の
門
・

法
主
ま
で
追
加
し
て
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
で
は
、「
浄
土
宗
総
大
本
山
・
本

山
・
特
別
寺
院
一
覧
」「
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
一
覧
」、「
関
東
十

八
檀
林
一
覧
」「
法
然
上
人
門
流
系
図
」
を
新
し
く
作
成
し
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
「
法
然
上
人
門
流
系
図
」
で
は
、
法

然
上
人
の
門
下
と
し
て
、
浄
土
四
流
、
五
義
四
門
徒
、
浄
土
十
五
流
、

二
十
四
流
そ
し
て
、
良
忠
上
人
門
下
と
し
て
の
六
派
、
さ
ら
に
は
一

向
派
、
西
山
三
派
や
真
宗
十
派
に
い
た
る
ま
で
、
法
然
上
人
門
下
の

展
開
を
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
作
成
し
ま
し
た
。
大
変
見
や

す
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
図
版
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
旧
大
辞
典
』
で
は
各
巻
の

巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
で

は
総
・
大
本
山
、
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
、
関
東
十
八
檀
林
、
法
然

上
人
御
影
・
絵
伝
、
阿
弥
陀
仏
像
、
来
迎
図
、
阿
弥
陀
堂
、
名
号
、

袈
裟
、
法
衣
、
袴
、
寺
院
建
築
図
面
等
々
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
整
理

し
て
、
掲
載
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
「
索
引
」
で
す
が
、
本
来
は
す
べ
て
の
項
目
、
本
文
に
わ
た
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っ
て
語
句
索
引
を
提
示
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
た
し

ま
す
と
索
引
だ
け
で
膨
大
な
ペ
ー
ジ
数
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
鑑

み
て
、
項
目
名
を
人
名
、
書
名
、
寺
名
、
組
織
団
体
、
そ
の
他
と
い

う
形
で
分
類
し
、
項
目
名
の
み
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、

本
文
中
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
パ
ー
リ
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に
つ
い

て
は
採
録
し
、
索
引
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
最
後
に
「
再
び
、
御
礼
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

資
料
に
は
編
集
後
記
の
結
文
を
記
載
し
て
お
き
ま
し
た
。
当
初
、
文

化
局
さ
ん
に
は
原
稿
用
紙
六
〇
枚
ほ
ど
の
原
稿
を
提
出
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
五
〇
枚
ほ
ど
に
削
減
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
実
際
の
辞
典
の
編
集
後
記
で
は
〔　

〕
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
当
初
提
出
し
た
も
の
を
読
ま
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

以
上
、
都
合
十
四
年
に
も
及
ぶ
、『
新
纂
大
辞
典
』
の
編
集
後

記
を
長
々
と
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
ど
も
編
集
部
は
、

〔
か
つ
て
『
大
辞
典
』
刊
行
に
か
か
わ
ら
れ
た
編
纂
委
員
の
先

生
方
や
ご
執
筆
さ
れ
た
先
生
方
を
は
じ
め
と
す
る
実
に
膨
大
な

先
学
諸
賢
の
ご
尽
力
に
常
に
敬
意
を
は
ら
い
、
ひ
い
て
は
、〕

宗
祖
法
然
上
人
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
列
祖
へ
の
報
恩
感
謝
の

念
を
忘
れ
ず
に
『
新
纂
大
辞
典
』
編
纂
作
業
を
進
め
て
き
た
。

今
般
の
刊
行
が
、
念
仏
信
仰
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
布
教
教
化
に

役
立
つ
な
ら
ば
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。〔
前
述
し
た
よ
う

に
『
新
纂
大
辞
典
』
は
、
将
来
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
、

世
界
中
か
ら
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
に
で
も
ア
ク
セ

ス
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
く
予
定
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
順

次
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
。〕
そ
う
し
た
意
味
で

『
新
纂
大
辞
典
』
の
刊
行
は
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
っ

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
合
掌

自
信
教
人
信　

難
中
転
更
難　

大
悲
伝
普
化　

真
成
報
仏
恩　

願
共
諸
衆
生　

往
生
安
楽
国

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日　

宗
祖
法
然
上
人
八
〇
五
年

忌
上
酬
慈
恩

�

新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
長　

林
田
康
順

当
初
は
こ
の
よ
う
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
は
じ
め
、『
新

纂
大
辞
典
』
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
を

し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
浄
土
宗

総
合
研
究
所
の
『
教
化
研
究
』
で
毎
年
報
告
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

実
際
に
昨
年
、『
新
纂
大
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
点
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
公
開
が
未
定
で
あ
っ
た
た
め
に
、〔　

〕
の
部
分
、

特
に
傍
線
部
は
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
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し
か
し
、
後
ほ
ど
齊
藤
先
生
、
下
田
先
生
に
ご
発
表
、
ご
報
告
い

た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
刊
行
か
ら
一
年
ほ
ど
が
経
ち
ま
し
て
、
早

く
も
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
を
世
界
中
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
る
方

向
に
動
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
宗
の
も
の
の

見
方
、
考
え
方
、
お
念
仏
の
素
晴
ら
し
さ
を
世
界
中
に
発
信
で
き
れ

ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
編
集
後
記
に
お
い

て
「
そ
う
し
た
意
味
で
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
刊
行
は
、
新

た
な
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
っ
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
締
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
自
信
偈
に
加
え
、「
願
共
諸
衆
生
、
往
生
安
楽

国
」
と
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

　

若
干
時
間
を
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
私
の
報
告
を

終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

石
川　

林
田
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
引
き
続

き
齊
藤
先
生
に
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

※
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
新
纂
大
辞
典
』
Ｗ
ｅ
ｂ
版
の
画
像
は

開
発
中
の
も
の
で
あ
り
、
編
集
の
関
係
で
平
成
二
九
年
一
二
月
現
在

の
も
の
で
す
。
基
本
的
な
機
能
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
デ
ザ
イ
ン
は

学
術
大
会
時
と
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
公
開
ま
で
に
若
干
の
変
更
が

あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

齊
藤　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
齊
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
私
ど
も
浄
土
宗
総
合
研
究
所
に
は
、「
浄
土
宗
基
本
典
籍

の
電
子
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
通
称
「
電
子
化
班
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
『
浄
土
宗
全
書
』
続
篇
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
を
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
途
中

か
ら
テ
キ
ス
ト
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
作

成
す
る
と
い
う
目

的
を
追
加
い
た
し

ま
し
て
、
そ
の
作

業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

一
方
で
浄
土
宗

教
学
院
で
は
、
法

然
上
人
八
〇
〇
年

1. 浄全DBトップページ



─ 64 ─

遠
忌
の
事
業
と
し
て
、『
浄
土
宗
全
書
』
正
篇
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
ど
ち
ら
の
検
索
シ
ス
テ

ム
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
総
合
研
究
所
で
は
、

教
学
院
よ
り
正
篇
の
デ
ー
タ
を
提
供
い
た
だ
き
ま
し
て
、
現
在
、
正

篇
と
続
篇
の
両
方
を
一
括
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
浄
全
Ｄ

Ｂ
）
を
見
て
ま
い
り
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、

「http://jodoshuzensho.jp
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
く
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と

検
索
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、「
浄
全
Ｄ
Ｂ
」
の
サ
イ
ト
が
出
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
ト
ッ
プ
ペ

ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
の
三
月
ま
で
試
験
運
用
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
パ
ス
ワ
ー

ド
を
入
力
し
な
い
と
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ん
で

す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
外
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
般
七
月
二
四
日
に

こ
の
検
索
シ
ス
テ
ム
の
公
開
に
つ
い
て
記
者
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
際
に
あ
わ
せ
て
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
と
の
連
携
に
つ
い
て
も

発
表
い
た
し
ま
し
て
、
本
日
お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
下
田
正

弘
先
生
、
そ
し
て
実
際
に
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
シ
ス
テ
ム
開
発
を
さ
れ
て
お
り

ま
す
永
崎
研

宣
先
生
か
ら

公
開
講
座
と

い
う
形
で
お

話
し
を
頂
戴

い
た
し
ま
し

た
。

　

で
は
、
浄

全
Ｄ
Ｂ
の
説

明
か
ら
さ
せ

て
い
た
だ
き

ま
す
。
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
基
本
的
な
機
能
は
全
文
検
索
で

ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
検
索
し
た
い
語
句
と
し
て
「
阿
弥
陀
仏
」

と
打
ち
込
み
ま
す
と
、
検
査
結
果
と
し
て
、『
浄
全
』
お
よ
び
『
続

浄
』
の
な
か
に
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
単
語
が
い
く
つ
あ
る
か
が
瞬

時
に
表
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
は

全
部
で
七
一
九
四
件
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
指
定
し
た
語
句

が
含
ま
れ
る
行
の
テ
キ
ス
ト
が
一
覧
と
し
て
表
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の

行
を
ク
リ
ッ
ク
い
た
し
ま
す
と
、
該
当
す
る
ペ
ー
ジ
が
す
べ
て
ご
覧

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
、
検
索
し
た
語
句
の
色
が
変
わ
っ
て
表
示 2. 浄全 DB検索結果
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さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

検
索
結
果
一
覧
の
表

の
左
の
ほ
う
に
「
画

像
」
と
い
う
ボ
タ
ン

の
よ
う
な
も
の
が
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら

を
ク
リ
ッ
ク
い
た
し

ま
す
と
、
実
際
の

『
浄
全
』
の
画
像
デ

ー
タ
を
ご
覧
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
画
像
デ
ー
タ
は
、

『
浄
全
』
を
刊
行
し

て
い
る
山
喜
房
佛
書
林
さ
ん
が
使
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
最
大
の
特
色
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
も
同
時
に
同

じ
語
句
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
「
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
語
句
の
『
浄
全
』
で
の
検
索
ヒ
ッ
ト
数
が
七
一
九
四
件

だ
と
申
し
ま
し
た
が
、
検
索
結
果
一
覧
の
上
の
部
分
に
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
で

検
索
し
て
み
る
」
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
を
ク
リ
ッ

ク
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
画
面
が
移
り
ま
し
て
Ｓ
Ａ
Ｔ
に
お
け
る

検
索
結
果
が
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
同
じ
よ
う
に
一
覧
で
表
示
さ
れ
、
Ｓ
Ａ
Ｔ

の
画
面
で
該
当
箇
所
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
重
要
な
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
画
面
を
見
て
い

た
だ
き
ま
す
と
、
左
側
に
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
分
類
の
部
門
名

の
一
覧
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
の
ほ
う
に
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
ま
い
り

ま
す
と
「
浄
土
宗
全
書
（
正
）」、「
浄
土
宗
全
書
（
続
）」
と
い
う
部

門
名
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
検
索
シ

ス
テ
ム
か
ら
も
『
浄
全
』
テ
キ
ス
ト
が
検
索
対
象
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
今
度
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
「
阿
弥

陀
仏
」
を
検
索
し
ま
す
と
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
検
索
結
果
が
表
示
さ
れ
ま
す

が
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
の
検
索
結
果
の
数
も
同
時
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
そ
の
検
索
結
果
を
ク
リ
ッ
ク
い
た
し
ま
す
と
、
浄
全

Ｄ
Ｂ
の
画
面
に
移
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
互
い
の
検
索
シ
ス
テ
ム

を
連
携
し
相
互
に
検
索
で
き
る
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
概
略
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
般
七
月
に
行
い
ま
し
た
記
者
発
表
で
は
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

実
は
記
者
発
表
後
の
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
利
用
状
況
を
分
析
い
た
し
ま
す

と
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
に
よ
っ
て
非
常
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
七
月
二
二
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
の
浄
全
Ｄ

Ｂ
の
ア
ク
セ
ス
数
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
全
体
の
七
分
の
三
ほ
ど

3. SAT検索結果
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が
Ｓ
Ａ
Ｔ
を
経
由
し
た
ア
ク
セ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
浄

土
宗
と
い
う
日
本
仏
教
の
一
宗
派
の
典
籍
が
幅
広
い
方
々
に
触
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
後
、
日
本
の
仏

教
諸
宗
派
に
先
駆
け
、
世
界
に
向
か
っ
て
情
報
を
積
極
的
に
公
開
し

て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

仏
教
教
団
は
釈
尊
が
亡
く
な
っ
た
直
後
か
ら
、
結
集
を
通
し
ま
し

て
、
釈
尊
の
お
言
葉
を
集
め
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
機
能
を

果
た
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｓ
Ａ
Ｔ
も
含
め
ま
し
て
、
仏

典
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
製
作
し
た
り
、
公
表
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
仏
教
教
団
が
今
日
ま
で
行
っ
て
き
た
聖
典
の
保
守
と
伝
承
と

い
う
基
本
的
な
機
能
の
現
代
的
展
開
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
仏
典
・
聖
典
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
一
宗
派
が
、
浄

土
宗
が
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
宗
派
の
典
籍
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
非
常

に
容
易
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
は
非
常

に
大
部
な
叢
書
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、『
浄
全
』
に
は
所
収
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、『
大
正
蔵
経
』
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
典
籍
も

多
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
浄
土
宗
独
自
の
典
籍
に
ア
ク
セ
ス
す

る
手
段
を
公
開
し
て
い
る
、
つ
ま
り
そ
れ
は
、
浄
土
宗
の
僧
侶
、
檀

信
徒
が
浄
土
宗
の
教
え
を
理
解
し
、
信
仰
を
深
め
る
こ
と
に
資
す
る

も
の
と
な
り
ま
す
。
ま
た
さ
ら
に
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
を
通
し
て
、

広
く
仏
教
や
歴
史
、
文
化
な
ど
に
興
味
を
持
つ
世
界
中
の
研
究
者
の

利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
浄
土
宗
の
典
籍
の
存
在
を
よ
り
広
く
知
っ
て

い
た
だ
け
る
、
浄
土
宗
が
世
界
に
対
す
る
窓
口
を
広
げ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

い
ま
の
具
体
例
で
い
い
ま
す
と
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
「
阿
弥
陀
仏
」
を
検

索
し
た
場
合
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
で
は
約
三
〇
〇
〇
件
で
す
が
、

『
浄
全
』
で
は
七
〇
〇
〇
件
を
超
え
ま
す
の
で
、
調
べ
て
い
る
人
は

自
然
と
検
索
結
果
数
が
多
い
も
の
も
見
た
い
と
思
う
は
ず
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
点
で
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
は
、
浄
土
宗
に
と
っ
て
も
大
変
に

あ
り
が
た
い
機
会
を
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

加
え
ま
し
て
、
こ
の
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
開
発
に
お
い
て
使
用
し
た
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
お
よ
び
画
像
デ
ー
タ
は
、
開
宗
八
百
年
の
際
に
再
刊
さ

れ
ま
し
た
山
喜
房
佛
書
林
よ
り
刊
行
さ
れ
ま
し
た
浄
全
を
使
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
山
喜
房
佛
書
林
さ
ま
に
は
快
く
使
用
を

許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
は
各
宗
と
比
べ
ま
し
て
も
明
治
時
代
と
い
う
非
常

に
早
い
時
期
に
宗
典
叢
書
の
刊
行
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。『
浄
全
』

初
版
は
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
刊
行
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
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す
が
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
が
大
正
元
年
（
一
九
一
二
年
）、『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
が
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）、『
真
宗
全
書
』

が
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）、『
曹
洞
宗
全
書
』
昭
和
四
年
（
一
九

二
九
年
）、『
天
台
宗
全
書
』
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）
で
あ
る

こ
と
か
ら
み
る
と
、
大
変
先
駆
的
に
宗
典
刊
行
事
業
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
こ

の
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
開
発
、
公
開
、
さ
ら
に
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
、
こ
れ

ら
も
各
宗
に
先
駆
け
て
浄
土
宗
が
最
初
に
行
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
浄
土
宗
が
明
治
以
来
行
っ
て
き
た
先
進
的
な
展
開
を
今
回
も
踏

襲
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
つ
い
て
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
大
辞
典
』
は

来
年
（
二
〇
一
八
年
）
四
月
に
公
開
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
林
田
先

生
が
大
変
な
ご
苦
労
を
さ
れ
て
お
作
り
い
た
だ
き
ま
し
た
辞
典
の

諸
々
の
デ
ー
タ
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
な
ん
と
か
今
日
の
発
表
に

間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
画
面
は
開
発
中
の
も
の
で
あ

り
ま
す
の
で
、
公
開
時
に
は
細
か
い
デ
ザ
イ
ン
も
変
わ
る
と
思
い
ま

す
が
、
今
回
は
形
だ
け
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
ち
ら
が
検
索
欄
を
含
め
た
メ
イ
ン
ペ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。「
凡

例
」「
見
出
語
五
十
音
一

覧
」「
年
表
」「
編
集
後

記
」
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

メ
イ
ン
ペ
ー
ジ
上
部
の
検

索
欄
に
調
べ
た
い
語
句
を

入
力
し
て
い
た
だ
く
か
、

「
見
出
語
一
覧
」
か
ら
目

的
の
語
句
を
探
し
て
ク
リ

ッ
ク
し
て
い
た
だ
き
ま
す

と
、
そ
の
項
目
の
解
説
ペ

ー
ジ
に
画
面
が
変
わ
り
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、「
三
心
」
を
例
に
あ
げ
て
ご
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
「
三
心
」
は
至
誠
心
、
深
心
、
廻
向
発
願
心
の
総

称
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
に
項
目
名
が
あ
り
、
そ
の
下
に
読
み
仮
名

が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
下
か
ら
が
解
説
の
本
文
に
な
り
ま
す
。
判

別
し
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
文
中
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す

と
文
字
の
色
が
違
う
語
句
が
あ
る
の
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
色
が
違
う
語
句
を
ク
リ
ッ
ク
い
た
し
ま
す
と
辞
典
内
の
そ
の
語
句 4. 辞典 web版メインページ
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の
解
説
に
飛

び
ま
す
。
こ

の
よ
う
に

『
新
纂
大
辞

典
』
で
見
出

し
項
目
と
し

た
語
句
に
つ

い
て
は
全
文

に
わ
た
っ
て

内
部
リ
ン
ク

を
貼
っ
て
お

り
ま
す
。
で

す
の
で
、
本
文
を
読
ん
で
い
て
、「
こ
の
言
葉
は
何
だ
ろ
う
？
」
と

思
い
ま
し
た
ら
、
リ
ン
ク
が
貼
っ
て
あ
れ
ば
、
そ
の
語
句
を
ク
リ
ッ

ク
し
て
も
ら
う
と
、
辞
典
内
の
そ
の
解
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
年
表
の
中
に
入
っ
て
い

る
見
出
し
項
目
も
相
当
あ
り
ま
す
の
で
、
年
表
に
も
内
部
リ
ン
ク
を

貼
っ
て
お
り
ま
す
。
序
文
や
編
集
後
記
の
文
章
ま
で
内
部
リ
ン
ク
を

貼
る
か
ど
う
か
検
討
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
「
三
心
」
の
本
文
に
『
観
経
』
の
引
用
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
辞
典
で
は
引
用
文
の
最
後
に
出
典
を
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
『
浄
土
宗
聖
典
』
と
『
浄
土
宗
全
書
』
の
ペ
ー
ジ
数
が
記
し

て
あ
り
ま
す
が
、『
浄
全
』
の
ほ
う
の
出
典
指
示
を
見
て
い
た
だ
き

ま
す
と
、
こ
ち
ら
も
文
字
の
色
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か

と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
こ
れ
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど

ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
浄
全
Ｄ
Ｂ
を
通
じ
ま
し
て
、
該
当
の
ペ
ー
ジ

が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
に
実

際
の
テ
キ
ス
ト
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
、
高
い

利
便
性
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
『
浄
全
』
の
み
で

す
が
、
浄
土
宗
の
御
許
可
が
あ
れ
ば
、『
浄
土
宗
聖
典
』
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
も
作
製
し
、
同
じ
よ
う
に
リ
ン
ク
を
貼
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
下
田
先
生
、
御
許
可
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
も
リ
ン
ク
を
貼
ら
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
辞
典
の
な
か
に
は
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
に
も
公
開
予
定
で
は
あ
り
ま
す
が
、
所
有
者
の
み
な
さ
ま

の
許
可
が
な
い
と
公
表
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
た
だ
い
ま
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
公

開
に
あ
た
っ
て
改
め
て
申
請
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
説
明
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
内
部
リ
ン
ク
だ
け
で

は
な
く
、
全
文
検
索
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
単
語
を
検
索
し

5. 辞典 web 版「三心」
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て
い
た
だ
き
ま
す
と
見
出
し
語
項
目
の
ほ
か
、
各
項
目
の
本
文
内
に

目
的
の
語
句
が
入
っ
て
い
れ
ば
、
検
索
結
果
一
覧
に
出
て
ま
い
り
ま

す
。

　

以
上
の
よ
う
に
電
子
版
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
な
ら
で
は
の
機
能
を
備
え
た

も
の
を
試
験
的
に
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

電
子
媒
体
に
な
り
ま
す
と
、
今
ご
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま

な
使
い
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
見
出
し
語
、
本
文
に
内
外

の
リ
ン
ク
を
貼
る
こ
と
に
よ
り
情
報
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、
一

番
の
特
徴
は
情
報
の
修
正
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
Ｗ

Ｅ
Ｂ
版
も
「
読
み
仮
名
／
見
出
し
語
」
の
横
に
「
編
集
」
と
あ
り
ま

す
が
、
間
違
い
が
あ
っ
た
ら
こ
こ
で
編
集
し
て
す
ぐ
に
修
正
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
申
し
ま
す
と
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
よ
く
似
て
い
る
な

と
思
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
使
っ
て

い
る
ソ
フ
ト
が
同
じ
で
す
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
で
使
わ
れ
て
い
る
の

は
「
メ
デ
ィ
ア
ウ
ィ
キ
」
と
い
う
ソ
フ
ト
で
あ
り
ま
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

版
『
新
纂
大
辞
典
』
で
も
同
じ
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
な
の

で
、
基
本
的
な
操
作
方
法
は
よ
く
似
て
お
り
ま
す
が
、
注
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
一
部
だ
と
思
わ
な
い
で
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
紙
媒
体
の
『
新

纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
電
子
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
り

ま
し
て
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
は
「
浄
土
宗
」
と
い
う
名
前
を
冠
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
言
っ
て

し
ま
え
ば
浄
土
宗
の
公
認
情
報
で
す
。
ま
た
『
新
纂
大
辞
典
』
は
ご

存
じ
の
と
お
り
す
べ
て
の
原
稿
が
記
名
原
稿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
記
名

原
稿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
い
て
あ
る
内
容
に
つ
い
て
執
筆
者

が
そ
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
い
つ
で
も
誰
で
も
が
自
由
に
編
集
が
可
能
な
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と

は
異
な
り
、
世
界
に
向
け
て
、
浄
土
宗
が
非
常
に
信
頼
性
の
高
い
情

報
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
一
方
で
、
紙
媒
体
の
も
の
を
電
子
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

情
報
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す

る
か
と
い
う
と
、
情
報
の
修
正
や
新
た
な
情
報
の
追
加
を
個
人
の
判

断
の
み
で
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
記
名

原
稿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
執
筆
者
の
責
任
や
思
い
入
れ
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
勝
手
に
記
述
内
容
を
修
正
・
改
訂
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
を
制
約
と
考
え
る
か
、
信
頼
性
を
担
保
す
る
も
の
と
考

え
る
か
と
い
う
点
は
あ
り
ま
す
が
、「
浄
土
宗
」
と
い
う
名
称
を
冠

す
る
以
上
、
信
頼
性
は
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
こ
う
い
う
こ
と
を
あ
る
程
度
実
践
し
て
お
り
ま
す
の
が
、
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「JapanK
now
ledge

（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）」
と
い
う
有
料
の
辞

書
情
報
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
国
内
外
の
各
出
版
社
の
辞

書
・
事
典
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
サ
イ
ト
で
あ
り
ま
し
て
、

や
は
り
、
紙
媒
体
の
辞
書
な
ど
を
電
子
化
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
大
変
信
頼
性
が
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
構
想
段
階
で
は
あ
り
ま
す
が
、『
新
纂
大
辞
典
』

と
浄
全
Ｄ
Ｂ
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
辞
典
で
調
べ
た
語

句
を
そ
の
ま
ま
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
も
検
索
し
て
一
覧
で
表
示
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
し
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
気
に
な
っ
た
語
句
を
辞
典
で
検
索
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

と
辞
典
を
併
用
さ
せ
る
こ
と
で
汎
用
性
が
広
が
り
、
独
自
の
意
義
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
刊
行
の
意
義
に
つ
い
て
、
序
文
を
寄
せ

ら
れ
た
伊
藤
唯
眞
猊
下
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

お
お
よ
そ
辞
典
解
説
文
と
云
え
ば
、
特
に
仏
教
系
の
辞
典
の
場

合
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
や
す
い
平
明
な
文
章
で
あ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
塚
本
善
隆
博
士
は

先
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
編
纂
の
辞
の
な
か
で
、
本
辞
典
編

纂
の
意
図
は
浄
土
教
の
思
想
と
文
化
を
将
来
の
人
び
と
に
い
か

に
忠
実
に
伝
承
す
る
か
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
思
い
切
っ
て
現

代
語
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
深
遠
な
教
理
を
若
い
人
び

と
に
伝
え
る
の
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
本
辞
典
は
こ
の

よ
う
に
利
用
さ
れ
る
責
任
を
も
っ
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
変
貴
重
な
ご
指
示
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
新
纂
浄
土

宗
大
辞
典
』
は
同
博
士
の
ご
提
言
を
体
し
て
、
そ
れ
に
近
づ
け

る
べ
く
労
苦
を
重
ね
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現

代
に
お
い
て
浄
土
宗
の
教
学
、
教
化
、
文
化
な
ど
と
現
代
が
深

く
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
問
題
を
も
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
立
項
化

す
る
作
業
も
怠
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
本
辞
典
が
現
代
を
生
き
る

辞
典
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

（
序
ⅱ
～
ⅲ
頁
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
旧
大
辞
典
は
「
浄
土
教
の
思
想
と
文
化
を
将
来

の
人
び
と
に
い
か
に
忠
実
に
伝
承
す
る
か
」
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
『
新
纂
大
辞
典
』
で
も
引
き
継
が
れ
て

い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
仏
教
教
団
は
聖
典
の
保

守
と
伝
承
を
基
本
的
機
能
と
し
て
き
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ

う
に
浄
全
Ｄ
Ｂ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
大
辞
典
』
が
公
開
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
単
な
る
テ
キ
ス
ト
の
伝
承
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
の
伝

承
も
含
め
て
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
当
然
、
二
祖
三
代
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
と
い
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う
教
団
が
今
日
ま
で
聖
典
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
き
た
の
か
が
非

常
に
重
要
で
す
。
そ
れ
が
聖
典
と
辞
書
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
可
能
に
な
っ
て
い
く
と
私
は
思
い
ま
す
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
辞
典

が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
聖
典
を
読
む
た
め
の
地
盤
が
整

備
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
宗
内
部
の
人
間
だ
け
で

は
な
く
、
例
え
ば
Ｓ
Ａ
Ｔ
か
ら
浄
全
Ｄ
Ｂ
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
方
、

つ
ま
り
外
部
の
研
究
者
が
浄
土
宗
の
典
籍
を
読
む
と
き
に
も
、
浄
土

宗
の
概
念
に
従
っ
て
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
無
料
で

公
開
さ
れ
て
い
る
仏
教
関
係
の
辞
書
サ
イ
ト
で
「
ウ
ィ
キ
ア
ー
ク

（W
ikiA
rc.w
ikidharm

a.org

）」
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
「
三
心
」
を
検
索
い
た
し
ま
す
と
、「
さ
ん
し
ん
」
と
い
う

読
み
方
で
表
示
さ
れ
ま
し
て
、
解
説
を
見
ま
す
と
浄
土
真
宗
の
解
釈

に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
当
然
、
浄
土
宗
の
解
釈
と
は
異

な
る
こ
と
は
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
以
前
、
林
田
先

生
を
中
心
に
総
合
研
究
所
の
総
研
叢
書
第
８
集
で
『
浄
土
宗
の
「
浄

土
三
部
経
」
理
解�

法
然
上
人
と
親
鸞
聖
人
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
』

（
二
〇
一
四
年
）
と
題
し
て
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
タ
イ

ト
ル
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
浄
土
宗
と
真
宗
の
三
部
経
理
解

の
違
い
に
つ
い
て
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
林
田

先
生
が
「
同
一
用
語
を
使
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
用
語
の
意
味
内

容
は
似
て
非
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」（
同
書
四
六
頁
）
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
同
じ
単
語
が
違
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
や
は
り
浄
土
宗
の
聖
典
を
読
む
と
き
に
は
浄
土
宗
の
伝
統
的
な

理
解
に
従
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
浄
土
宗
の
辞
典
を

引
く
し
か
な
い
わ
け
で
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
辞
書
を
セ
ッ

ト
に
し
て
い
く
と
こ
と
で
、
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や

Ｗ
Ｅ
Ｂ
辞
書
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
情
報
へ
の
入
り
口
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
も

『
新
纂
大
辞
典
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
字
情
報
・
画
像
の
み
で
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
音
声
デ
ー
タ
、
あ
る
い
は
映
像
・
動
画
で

提
供
し
た
ほ
う
が
よ
い
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
画
像
資
料
を
増
強
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
浄
土
宗
全
書
』
だ
け
で
は

な
く
、『
浄
全
』
の
底
本
と
な
っ
た
版
本
、
浄
土
宗
寺
院
所
蔵
史
料

の
画
像
ア
ー
カ
イ
ブ
、『
貞
極
上
人
全
集
』『
大
日
比
三
師
講
説
集
』

な
ど
、
浄
土
宗
関
係
の
叢
書
・
全
集
、
そ
う
い
っ
た
電
子
化
可
能
な
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情
報
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
展
開
に
な
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
近
年
で
す
と
、
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
へ
リ
ン
ク
を
貼
る
と
す
ぐ
読
め
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
辞
書
と
い
う
一
つ
の
ポ
ー

タ
ル
に
集
約
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
つ
な
げ
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

長
々
と
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

石
川　

齊
藤
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
引
き

続
き
、
下
田
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

下
田　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
下
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
も
ス
ラ
イ
ド
を
準
備
し
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
今
の
齊
藤
先
生

の
ご
発
表
の
中
に
尽
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
敢
え
て
挙
げ
る
こ
と
は

せ
ず
、
後
ほ
ど
質
疑
の
段
階
で
提
示
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
林
田
先
生
の
「
ず
っ
と
暗
闇
の
中
を
歩
き
続
け
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
」
と
い
う
お
話
を
お
聞
き
し
て
、「
あ
あ
、
こ
う
い
う
人

が
い
て
く
れ
た
」
と
私
は
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
私
も
Ｓ
Ａ
Ｔ
が

出
来
上
が
る
ま
で
暗
闇
の
中
を
歩
き
続
け
て
い
る
心
地
で
し
た
。

　

そ
れ
で
も
辞
書
の
編
纂
は
、
意
味
を
生
み
だ
す
構
造
を
新
し
く
作

り
出
す
仕
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
変
で
は
あ
り
ま
す
が
新
し
い
意

味
が
出
現
す
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
作
る
、
つ
ま
り
紙
に
書
か
れ
た
文
字
を
電
子
デ
ー
タ
に
移
し
て
い

く
と
い
う
仕
事
で
あ
り
ま
す
の
で
、
学
問
の
世
界
に
お
い
て
も
、
著

作
権
の
基
準
か
ら
見
て
も
新
し
い
価
値
は
生
み
出
さ
れ
な
い
と
い
う

の
が
通
常
の
理
解
で
す
。
し
か
も
、
膨
大
な
費
用
と
労
力
が
掛
か
る

と
い
う
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
す
。「
暗
闇
の
中
」
な

の
で
す
。

　

さ
て
、
奇
し
く
も
私
が
お
世
話
に
な
っ
た
江
島
先
生
は
浄
土
宗
の

方
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
先
生
が
Ｓ
Ａ
Ｔ
を
始
め
ら
れ
た
ん
で
す
が
、

先
に
一
人
だ
け
浄
土
に
旅
立
っ
て
し
ま
わ
れ
た
わ
け
で
し
て
、
娑
婆

に
残
さ
れ
た
者
が
そ
の
仕
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
今
、
不
思
議
な
感
慨
が
ご
ざ
い
ま
す
。

浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
が
連
携
で
き
て
、
近
代
仏
教
学
の
枠
の
中
で
編

纂
さ
れ
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
が
伝
統
の
中
に
継
承
さ
れ
て
き
た

一
宗
派
の
教
え
の
価
値
と
結
び
つ
い
て
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
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『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
編
纂
の
願
い
、
ま
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
基
礎
に
あ
っ

た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
が
最
初
に
こ
う
し
て
浄
土
宗
と
結

び
つ
く
と
い
う
の
は
、
ま
る
で
江
島
先
生
か
ら
指
図
が
あ
っ
た
か
の

よ
う
な
思
い
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
辞
典
が
新
た
に
編
纂
さ
れ
、
そ
れ
が
知
識
基
盤
と
な
っ

て
い
る
資
料
と
結
び
つ
く
と
い
う
出
来
事
は
、
意
味
を
生
み
出
し
て

い
く
枠
組
と
、
そ
の
意
味
の
起
源
と
な
る
知
識
基
盤
が
、
同
時
に
確

保
さ
れ
て
提
供
さ
れ
る
と
い
う
事
態
な
ん
で
す
。
で
す
の
で
、『
浄

土
宗
全
書
』
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
も
画
期
的
な

こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
辞
典
が
結

び
つ
い
た
こ
と
は
、
そ
の
出
来
事
を
さ
ら
に
大
き
く
前
進
さ
せ
た
も

の
で
す
。
私
は
今
こ
う
し
て
拝
見
し
て
、
本
当
に
驚
く
と
と
も
に
う

れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
が
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
何
か
以

心
伝
心
で
受
け
取
っ
て
実
現
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
思
い
で
あ
り

ま
す
。

　

ま
ず
は
辞
書
の
編
纂
の
意
義
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
今
ス
ク

リ
ー
ン
に
『
新
纂
大
辞
典
』
の
「
如
是
我
聞
」
の
項
目
の
画
面
を
出

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
「
如
是
我
聞
」
と
い
う
言
葉

の
意
味
を
一
体
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
る
の
か
。

　

辞
典
に
お
い
て
は
、
最
初
に
「
如
是
我
聞
」
と
い
う
項
目
名
が
あ

り
ま
し
て
、
次
に
読
み
仮
名
、
次
に
漢
字
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
解
説
文
と
し
て
「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
き
ま
し
た
」
と
日
本
語

と
し
て
の
意
味
が
記
さ
れ
、
つ
づ
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
パ
ー

リ
語
の
表
記
が
あ
り
、「
経
典
の
冒
頭
に
あ
る
定
型
句
」
云
々
と
解

説
が
続
い
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
要
素
を
組
み
立
て

な
が
ら
、
私
た
ち
は
順
次
意
味
を
構
成
し
て
い
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
辞
書
の
構

造
を
分
析
し
て
い
き
ま
す
と
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を

経
て
意
味
を
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま

す
。

　

現
在
、
知
識
基
盤
を
デ
ジ
タ
ル
媒
体
に
転
換
し
て
い
く
人
文
学
の

世
界
は
、
私
た
ち
が
知
恵
・
知
識
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
手
続

き
で
構
成
し
て
い
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
学
問
に
お
い
て
分

析
を
な
し
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
分
析
を
経
て
、
よ
う
や
く
適

切
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
が
「T

ext�Encording�Initiative

（
テ
キ
ス
ト
エ

ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ�

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
）」、
Ｔ
Ｅ
Ｉ
と
呼
ば
れ
る
新
し

い
人
文
学
の
枠
組
み
づ
く
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
知

ら
な
い
う
ち
に
無
意
識
に
暗
黙
的
な
方
法
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
可

視
化
し
て
、
方
法
化
し
て
、
国
際
的
に
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
行
わ
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れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

人
文
学
は
、
人
の
文
化
や
思
想
の
基
盤
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
辞
典
と
『
浄
全
』
の
連
携
は
、
こ
の
基

盤
そ
の
も
の
に
光
を
当
て
て
い
く
、
最
先
端
の
努
力
、
営
み
に
直
接

つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
な
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
将
来
に
わ
た
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

欧
米
の
人
文
学
の
世
界
で
は
、
す
で
に
三
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
蓄
積
が

な
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
蓄
積
は
欧
米

の
人
文
学
、
思
想
、
文
学
、
歴
史
研
究
に
お
け
る
も
の
で
す
の
で
、

東
ア
ジ
ア
、
漢
字
文
化
圏
の
言
語
体
系
の
中
で
の
思
想
表
現
と
い
う

も
の
を
取
り
こ
ぼ
し
て
き
て
る
ん
で
す
。
世
界
の
人
文
学
系
の
研
究

者
は
、
人
間
の
文
化
、
知
恵
と
い
う
の
は
、
西
洋
だ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
と
に
キ
リ
ス
ト

教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
思
想
基
盤
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
積
み
上
げ
て
き
た
人
々
は
、「
仏
教
」
と
い
う
思
想
・
文
化
が
ア

ジ
ア
に
広
が
っ
て
、
そ
こ
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
知
恵
が
い
か
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
大
変
な
問
題
意
識
、

関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
は
答
え
て
い
く
使

命
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
事
実
、
先
達
が
こ
の
役
割
を

果
た
し
て
き
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
林
田
先
生
が
ご
発
表

の
中
で
「
先
人
の
知
恵
を
ど
れ
だ
け
受
け
継
い
で
い
く
か
と
い
う
こ

と
が
新
し
い
辞
書
の
編
纂
の
中
心
に
あ
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
内
容
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
変
わ
り
、
知
識
の
表
現
の
形
態
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

と
き
に
あ
っ
て
、
前
世
代
の
知
識
を
き
ち
ん
と
受
け
取
っ
て
、
新
し

い
地
平
に
歩
み
出
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
る
な
ら
、
新
大

陸
が
発
見
さ
れ
て
、
旧
大
陸
か
ら
新
大
陸
に
私
た
ち
の
知
恵
・
財
産

の
一
部
を
残
し
て
一
部
を
移
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
き
て

い
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
将
来
の
世
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

極
め
て
重
要
な
出
来
事
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
辞
典
」
と
「
浄
全
」
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
連
携
と
い
う
今
日
の
話
の
、

新
し
い
大
陸
に
一
歩
踏
み
出
し
た
パ
イ
オ
ニ
ア
た
る
先
人
が
移
住
し

た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
上
に
今
こ
こ
が
あ
る
の
だ
と
私
は
思
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

と
は
言
っ
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
い
う
出
来
事
は
、
何
も
新
規
な

こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
言
葉
の
意

味
を
、
私
た
ち
が
こ
の
新
た
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
沿
っ
て
、
反
省
を

し
、
理
解
を
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
林
田
先
生
が
学
生
に
複
数
の
辞

書
を
調
べ
て
き
な
さ
い
と
ご
指
導
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
意
味
が
発

生
す
る
現
場
に
学
生
を
導
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
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と
っ
て
も
大
事
な
試
み
で
あ
り
ま
す
。

　

辞
書
は
言
葉
の
意
味
の
宝
庫
で
す
。
そ
れ
は
世
界
が
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
を
読
み
取
っ
て
い
く
た
め
の
地
図
に
な
り
ま
す
。
例

え
ば
、「
仏
教
」
と
い
う
世
界
、
学
問
分
野
に
入
っ
て
き
た
と
す
る
。

そ
の
世
界
を
探
検
し
て
い
く
た
め
の
方
向
を
指
示
し
て
く
れ
る
大
変

重
要
な
意
味
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
こ

の
辞
書
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
世
界
か
ら
意
味
が
消
え
て
い
く

こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
他
の
世
界
、
分
野
の
人
た
ち
が
作
っ
た

辞
書
で
も
っ
て
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
仏
教
の
言
葉
が
消

え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
出
来
事
、
事
実
、
そ

れ
に
基
づ
く
心
、
意
識
も
連
動
し
て
消
え
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
先
人
は
切
実
に
感
じ
て
、
言
葉
の
意

味
を
検
証
し
残
し
て
き
た
。

　

辞
書
の
編
纂
は
大
変
な
仕
事
で
す
か
ら
、
誰
も
や
り
た
く
な
い
で

し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
避
け
た
い
も
の
で
も
あ
り
、
五
〇
年
前
の
辞
書

が
あ
る
な
ら
そ
れ
で
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
も
当
然

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
辞
書
を
編
纂

す
る
と
い
う
努
力
が
、
実
は
言
葉
を
残
し
て
い
く
、
言
葉
が
新
し
い

命
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
く
た
め
に
必
須
の
作
業
で
も
あ
り
ま
す
。

　

一
旦
出
来
上
が
っ
た
言
葉
が
ず
っ
と
残
る
か
と
い
う
と
、
実
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
「
も
の
」「
こ
と
」
は
、
使
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
存
在
し
、
価
値
を
生
み
ま
す
。
使
わ
れ
な

け
れ
ば
、
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
辞
書
の
中

に
一
旦
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
新
た
に
受
け
取
り

直
さ
れ
て
い
く
、
使
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
を
存
在
し

て
い
く
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
が
電
子
デ
ー
タ
化
さ
れ
、
さ
ら
に
無
償
で
世
界
に
公
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
私
た
ち
が
予
想
も
し
な
い
人
た
ち
が
そ
の

言
葉
に
向
き
合
っ
て
、
そ
の
言
葉
を
受
け
取
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
新
し
い
意
味
が
生
ま
れ
出
て
き
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
、
提
供
す
る
側
は
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
も
提
供
者
の
場
に
な
り
ま
す
と
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
の

だ
か
ら
こ
れ
が
い
い
と
い
う
思
い
に
な
り
が
ち
で
す
。
で
す
が
、
実

は
そ
れ
を
使
っ
て
く
れ
る
人
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
作

り
上
げ
た
努
力
が
初
め
て
生
き
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

林
田
先
生
も
最
後
に
「
こ
れ
か
ら
が
始
ま
り
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
『
新
纂
浄
土
宗

大
辞
典
』
は
こ
れ
か
ら
が
始
ま
り
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
ま
で
仏
教

が
継
承
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
過
去
が
継
承
さ
れ
て
未
来
に
引

き
渡
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
の
す
べ
て
が
価
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値
に
な
っ
て
輝
き
だ
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
自
分
た
ち
が
行
っ
た
作
業
の
利
益
を
今
取
り
返
す
こ
と
を

目
的
と
す
る
経
済
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
現
代
社
会
に
お
け
る
経

済
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
刊
行
に
際
し
て
多
額
の
費
用
が
掛
か
り
、

著
作
権
の
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
と
お
り
で
す
。
け
れ

ど
も
、
浄
土
宗
が
示
す
べ
き
教
え
や
言
葉
が
生
み
出
す
価
値
と
い
う

の
は
、
経
済
社
会
を
越
え
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
価
値
を
ど
の

よ
う
に
課
し
て
い
く
の
か
と
な
っ
た
と
き
、
著
作
権
か
ら
生
ず
る
障

害
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
超
え
て
、
本
当
に
万
人
の
た
め
に
知
識
、
知

恵
、
仏
教
、
法
然
上
人
の
教
え
を
提
供
し
て
い
く
の
か
が
身
近
で
大

切
な
問
い
に
な
っ
て
来
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
一
端
と
し
て
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
共
同
の
歩
み
が

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
お
き
ま
し
て
も
制
度
的
な
制
約
や
障
害

も
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
一
つ
一
つ
の
障
害
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
持
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
著
作
権
の
保
護
な
ど
も
制
定
当
時
は

著
作
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
移
り
変
わ
っ
て
い
く
世
の
中
に
お
い
て
、
内
容
が
伴
わ

な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
よ
し
と
さ
れ
続
け
る
も
の
で
は
な

い
わ
け
で
す
。
知
識
媒
体
の
大
き
な
変
革
期
に
立
っ
て
い
る
私
た
ち

が
過
去
か
ら
の
仏
典
を
ど
の
よ
う
に
将
来
に
継
承
し
て
い
く
か
、
そ

し
て
仏
典
の
世
界
を
知
る
た
め
の
辞
書
と
い
う
道
し
る
べ
に
ど
の
よ

う
な
形
で
一
つ
に
合
わ
せ
、
外
に
提
供
し
て
い
く
か
、
象
徴
的
な
形

で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

　

一
つ
だ
け
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
て
お
く
こ
と
が
い
い
か

な
と
思
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
一
般
に
公
開
し
ま
す
と
、
い

ろ
ん
な
読
み
方
を
す
る
人
た
ち
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ま

っ
た
く
仏
教
を
理
解
し
な
い
で
文
脈
を
外
れ
て
読
み
取
っ
た
り
、
悪

意
を
持
っ
て
読
み
取
っ
た
り
す
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
き
ち
ん
と
伝
承
さ
れ
て
き
た

も
の
が
そ
の
よ
う
な
ノ
イ
ズ
が
入
り
込
む
こ
と
で
、
伝
承
が
乱
れ
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
公
開
す
る
べ
き
で
は
な
い
部
分
と
公
開
す
る
べ
き
部

分
と
い
う
の
を
慎
重
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
意
味
が
カ
オ
ス
化
す
る
こ
と
、
混

沌
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
。
こ
れ
は
法
然
上
人
の
時
代
か
ら
起
こ

っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
念
仏
を
誹
謗
す
る
人
た
ち
と
い

う
の
は
、
違
う
読
み
方
を
し
た
り
、
悪
意
を
持
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
理
解
・
意
識
を
す
る
わ
け
で
す
。
法
然
上
人
は
そ
の
よ
う
な
人
た
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ち
に
向
か
い
続
け
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「
選
択
」
と
い
う
意
義
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
投
げ
か
け
ら

れ
て
き
た
と
き
に
、
聞
く
べ
き
も
の
と
、
捨
て
て
い
く
べ
き
も
の
を

ま
さ
し
く
提
供
者
側
が
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
、
自
ら
を
問
い
な
が
ら

こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
、
そ
う
い
う
問
い

に
き
ち
ん
と
向
か
い
合
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
伝
承
、

継
承
が
な
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
公
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
は
あ
り

ま
す
が
、
私
は
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
を
無
償
公
開
す
る
こ
と

に
よ
る
カ
オ
ス
化
を
恐
れ
な
い
で
、
ぜ
ひ
仏
教
の
、
宗
学
の
先
陣
を

切
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

石
川　

下
田
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
し
ば
し

休
憩
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

�

（
休
憩
）

石
川　

そ
れ
で
は
特
別
部
会
を
再
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
休
憩

の
間
に
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
質
問
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
に
振
っ
て
い
き
な

が
ら
、
議
論
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
点
、
私
の
ほ
う
か
ら
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
ん
な
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
大
辞
典
』
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う

に
ユ
ー
ザ
ー
が
編
集
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
に
承
り
ま
し
た
。
も
し
、
そ
う
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
権
限
は

誰
が
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
大
辞
典
』
で
は
、

何
か
重
大
な
訂
正
な
ど
が
発
覚
し
た
場
合
、
必
ず
編
集
部
の
議
を
経

て
変
更
す
る
と
い
う
形
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
齊
藤
先
生
の
ご
発
表

に
も
あ
り
ま
し
た
が
、『
新
纂
大
辞
典
』
は
記
名
原
稿
で
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
一
般
ユ
ー
ザ
ー
が
勝
手
に
書

き
換
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
ご
理
解
い
た
だ
き
た

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
続
き
ま
し
て
下
田
先
生
に
ご
質
問
で
す
。
下
田
先
生
は

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
略
称
Ｓ
Ａ
Ｔ
の

代
表
委
員
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
件
で
ご

質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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Ｓ
Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
の
誤
り
の
通
知
は
ど
の
程
度
本
部
に
届
い
て

い
ま
す
か
。

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
を
頂
戴
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
先
生
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

下
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ご
登
壇
の
先
生
が
た

と
は
お
話
し
し
た
ん
で
す
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
ペ
ー
ジ
に
窓
口
と
し
て
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
ア
ド
レ
ス
を
設
け
て
、
そ
こ
に
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ

い
て
い
ま
し
た
が
、
手
続
き
の
誤
り
で
あ
る
日
か
ら
そ
の
メ
ー
ル
が

私
の
ほ
う
に
転
送
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の

間
、
大
変
な
数
の
問
い
合
わ
せ
メ
ー
ル
が
届
い
て
お
り
ま
し
て
、
今
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
ち
ゃ
ん
と
対
応
の
態
勢
が
で
き
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
デ
ー
タ
の
修
正
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
Ｓ

Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
上
で
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ご
指
摘
い
た
だ
い
た

デ
ー
タ
の
誤
り
な
ど
は
記
録
し
、
蓄
積
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
大
蔵

経
の
本
文
を
変
え
る
と
い
う
作
業
は
新
し
い
大
蔵
経
を
作
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
一
文
字
で
あ
っ
て
も
そ
う
で

す
。
そ
の
こ
と
を
ど
う
い
う
判
断
で
、
誰
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
行
っ

た
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
手
続
き
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
う
え

で
、
し
か
も
共
通
の
認
識
に
立
っ
た
う
え
で
進
め
ら
れ
て
い
く
べ
き

こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
で
は
、
そ
の
点
が
外
部

か
ら
は
よ
く
見
え
な
い
ま
ま
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
状
況

が
あ
り
ま
す
。
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
っ
て
い
る
方
々

も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
と
は
違
う
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
も
多
く
の
誤
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
訂
正
自
体
は
今
後
、
必
須
の
こ
と
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
訂
正
を
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
べ
き
か
、
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
ま
し
た
ら
公
表
で
き
る
か
と

思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

石
川　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
今
度
は
齊
藤
先
生
に
ご
質
問
で
す
。
今
、
非
常
に
先
進

的
な
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
試
用
版
が
公
開
さ
れ
、

正
式
な
公
開
を
待
つ
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
使
い
方
に
関
す

る
質
問
で
す
。

筆
者
ご
と
の
項
目
一
覧
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
で
は
調
べ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
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し
ま
す
。

齊
藤　

で
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
執
筆
者
」「
齊
藤
舜
健
」
と
検
索
欄

に
入
力
し
て
検
索
い
た
し
ま
す
と
、
私
が
書
い
た
項
目
が
検
索
結
果

と
し
て
一
覧
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
ご
遷
化
さ
れ
た

坪
井
俊
映
猊
下
の
お
名
前
を
検
索
い
た
し
ま
す
と
、「
坪
井
俊
映
」

と
い
う
項
目
自
体
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、『
浄
土
三
部
経
概
説
』
の
著

作
者
と
し
て
、
ま
た
坪
井
猊
下
ご
自
身
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
項
目

が
ず
ら
っ
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
単
純
に
お
名
前
だ
け
で
検
索
し
ま

す
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
執
筆
し
た
項
目
の

み
を
検
索
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
お
名
前
に
加
え
て
「
執
筆
者
」
と

い
う
語
も
あ
わ
せ
て
検
索
い
た
し
ま
す
と
、
執
筆
項
目
の
み
の
検
索

が
可
能
で
ご
ざ
い
ま
す
。

石
川　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
ま
で
の
紙
媒
体
の

辞
書
と
は
ま
た
違
っ
た
調
べ
方
が
で
き
る
よ
う
で
、
大
変
楽
し
み
な

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

質
問
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
は
一
応
、
齊
藤
先

生
へ
の
ご
質
問
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
林
田
先
生

に
も
関
連
す
る
も
の
で
す
の
で
、
お
二
方
へ
の
質
問
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

文
化
局
よ
り
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
内
容
、

誤
記
等
に
つ
き
ま
し
て
」
と
い
う
書
類
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

誤
記
、
脱
字
の
程
度
な
ら
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
内
容

に
つ
い
て
著
者
の
考
え
と
対
す
る
立
場
が
提
示
さ
れ
た
場
合
、

こ
う
い
っ
た
訂
正
等
が
出
た
場
合
に
ど
う
い
う
ふ
う
な
訂
正
の

可
否
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
こ

と
を
現
時
点
で
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

と
い
う
辞
書
の
内
容
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
、
特
に
大
き
な

変
更
が
生
じ
た
と
き
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
訂
正
、
判
断
を
し
て
い

く
の
か
と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
。
そ
れ
と
新
項
目
に
つ
い
て
、

新
し
い
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
に
な
り
ま
す
と
、
だ
い
ぶ
追
加
も
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
新
項
目
を
立
て
る
構
想
な

ど
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
で
は
ま
ず
、
林
田
先

生
か
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

林
田　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
さ
に
ご
質
問
い
た
だ

い
た
点
が
、
現
在
私
ど
も
が
文
化
局
の
方
々
と
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
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現
在
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
こ
れ
を

仮
に
紙
版
初
版
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
Ｗ

Ｅ
Ｂ
版
の
初
版
と
し
て
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
質
問
い
た

だ
い
た
よ
う
な
明
ら
か
な
漢
字
の
間
違
い
、
単
純
な
ミ
ス
で
間
違
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
可
能
性
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の
初
版
は
、
基

本
的
に
紙
版
初
版
と
同
じ
も
の
と
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
今
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
、
例
え
ば
内
容
の
点
に
つ
き

ま
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
紙
版
初
版
の

内
容
を
訂
正
す
べ
き
と
な
っ
た
場
合
、
ま
た
あ
る
い
は
、
新
出
資
料

が
発
見
さ
れ
、
新
し
い
項
目
を
立
て
る
必
要
が
出
て
き
た
場
合
で
す

が
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の
編
集
委
員
会
を
組
織
し
、
そ
の
委
員
会
の
中
で
今

申
し
上
げ
た
よ
う
な
こ
と
を
執
筆
者
と
の
調
整
も
含
め
検
討
・
決
定

し
て
、
現
在
の
項
目
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
よ
う
な
形
で
追
記
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
、
あ
る
い
は
、
新
た
に
立
項
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
そ
う
い
っ
た
場
合
、
仮
に
変
更
を
ご
承
諾
い
た
だ
け
な
い
先

生
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
事
態
に
は
、
申
し
訳

な
い
け
れ
ど
も
新
た
に
別
の
方
に
原
稿
依
頼
を
し
、
原
稿
を
取
り
換

え
る
こ
と
も
結
果
的
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
状
況
も
想
定
し

て
お
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
大
幅
な
訂
正
が
必
要
な
場
合
に

は
、
順
次
行
う
の
で
は
な
く
、
一
定
期
間
ご
と
に
ま
と
め
て
検
討
し
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の
第
二
版
、
第
三
版
の
よ
う
な
形
で
順
次
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア

ッ
プ
し
て
い
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま

た
個
人
の
判
断
で
は
な
く
、
浄
土
宗
の
辞
典
で
す
の
で
、
し
っ
か
り

と
し
た
組
織
体
の
合
議
を
経
て
版
を
積
み
重
ね
て
い
く
方
法
を
検
討

中
で
す
。

齊
藤　

こ
れ
は
、
浄
土
宗
と
し
て
『
新
纂
大
辞
典
』
を
考
え
る
べ
き

で
す
の
で
、
林
田
先
生
の
お
答
え
に
尽
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
と
い
い
ま
す
と
電
子
媒
体
で
あ
り
ま
す
の
で
、
先
ほ
ど

も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
デ
ー
タ
の
書
き
換
え
が
非
常
に
容
易
で
す
。

誤
字
・
脱
字
な
ど
は
す
ぐ
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
き
る
こ

と
は
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
う
や

っ
て
信
頼
性
を
担
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
紙
媒
体
一

度
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
追
加
・
訂
正
を
続
け
て
い

く
と
、
あ
る
時
点
か
ら
「
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
」
と
呼
べ
な
く
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
は
非
常
に
慎
重
に
考
え
て
進

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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あ
る
い
は
先
ほ
ど
下
田
先
生
か
ら
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
誤

り
の
訂
正
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
つ
き
ま
し

て
も
、
浄
全
自
体
の
誤
植
は
あ
え
て
直
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば

『
浄
全
』
山
喜
房
版
の
『
無
量
寿
経
』
に
も
脱
字
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
訂
正
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ら
、
も
は
や
「
浄
全
の
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
誤
植
を
把

握
し
た
う
え
で
あ
え
て
『
浄
全
』
山
喜
房
版
そ
の
ま
ま
の
表
記
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、『
浄
全
』
の
誤
植
を
指
摘
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
書
き
換
え
で
は
な
く
別
の
方
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
辞
書
に
つ
い
て
も
言
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
た
、
別
の
方
か

ら
の
ご
質
問
に
も
お
答
え
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
林
田
先
生

へ
の
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
齊
藤
先
生
も
関

係
し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

漢
字
に
つ
い
て
、
大
辞
典
で
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
て
い
ま
す

が
、
浄
全
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
そ
の
よ
う
な
統
一
は
な
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
は
外
字
を
ユ
ニ
コ
ー
ド
に
提
案

す
る
な
ど
、
パ
ソ
コ
ン
で
使
え
る
漢
字
を
拡
張
し
て
い
ま
す
。

電
子
化
さ
れ
た
大
辞
典
も
い
わ
ゆ
る
外
字
を
今
後
使
用
す
る
予

定
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
林
田
先
生
か
ら
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
。

林
田　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の
漢
字
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
私
は
細
か
い
点

は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
後
ほ
ど
齊
藤
先
生
か
ら
お
答
え
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
紙
版
の
大
辞
典
編
纂
に
お
い
て
の
漢
字
の
扱
い

に
つ
き
ま
し
て
は
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
で
す
が
、
詳
し
く
は
凡
例
や

編
集
後
記
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
例
え
ば
、「
佛
教
大
学
」
の
「
佛
」
の
字
は
以
前
の
旧
辞
典

で
は
「
仏
」
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
新
纂
大
辞
典
』
の
編
集
方

針
か
ら
い
う
と
同
様
に
「
仏
」
で
あ
る
べ
き
か
と
も
思
い
ま
す
が
、

「
佛
教
大
学
」
が
公
称
で
す
の
で
「
佛
」
で
表
記
統
一
い
た
し
ま
し

た
。
あ
る
い
は
龍
樹
菩
薩
の
「
龍
」
に
つ
い
て
も
編
集
委
員
一
同
悩

み
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
や
は
り
「
龍
」
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

そ
れ
で
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
の
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
先
生
か
ら

お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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齊
藤　

ま
ず
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
漢
字
表
記
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

基
本
的
に
は
『
浄
全
』
で
使
っ
て
い
る
文
字
を
で
き
る
だ
け
そ
の
ま

ま
の
字
形
で
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
な
ど
の
文
字
コ
ー
ド
が
あ
る
も
の
に
置

き
換
え
る
作
業
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
に
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
極
力
使
う
方
針
で
す
。
最
近
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ

で
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ユ
ニ
コ
ー
ド

で
は
、
Ｉ
Ｖ
Ｓ
と
い
い
ま
し
て
、
特
殊
な
字
は
コ
ー
ド
に
枝
番
号
付

け
て
区
別
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
葛
飾
区
の
「
葛
」
と

北
葛
城
郡
の
「
葛
」
は
厳
密
に
言
え
ば
違
い
ま
す
。
こ
れ
を
基
本
コ

ー
ド
に
枝
番
号
を
付
け
る
形
で
区
別
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ

は
取
り
扱
え
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
特
に
Ｗ
ｅ

ｂ
で
表
示
さ
せ
る
と
き
に
は
、
違
い
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
も
ち
ろ
ん
足
り
な
い
も
の
は
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
場

合
に
は
代
替
文
字
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
実
際
使
っ
て
い
た

だ
い
た
ら
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
お
も
い
ま
す
が
、「
〓
（
ゲ

タ
）」
で
表
示
し
て
い
る
も
の
も
結
構
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の

場
合
で
も
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
そ
の
「
〓
」
が
ど
う
い
う
文
字
で

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
デ
ー
タ
を
取
る
よ
う
に
し
て
お
り

ま
す
。

　

例
え
ば
、「
Ｇ
ｌ
ｙ
ｐ
ｈ
Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ
（
グ
リ
フ
ウ
ィ
キ
）」
と
い
う

サ
イ
ト
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
サ
イ
ト
で
は
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
文
字
、
例
え
ば
法
務
省
で
戸
籍
登
録
の
た
め
に
認

め
ら
れ
て
い
る
外
字
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
対

し
て
可
能
な
範
囲
で
の
番
号
が
振
っ
て
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
文
字
は

ユ
ニ
コ
ー
ド
で
は
こ
の
番
号
に
当
た
る
と
か
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
Ｇ
Ｔ
コ
ー

ド
で
は
こ
れ
に
当
た
る
と
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
指
示
、
比
較
し
て

あ
り
ま
す
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
は
そ
う
い
う
情
報
を
タ
グ
と
し
て
埋
め
込

ん
で
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
将
来
ユ
ニ
コ
ー
ド
化
、
つ
ま
り
ユ
ニ

コ
ー
ド
で
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
そ
れ
に
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
で
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
は
新
字
と
旧
字
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
ご
指
摘
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
話
と
若
干
重
複
し
ま
す
が
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
基
の
デ
ー
タ
で
あ
る
『
浄
全
』
山
喜
房
版
の
表

記
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
検
索
す
る
と

き
に
は
新
字
・
旧
字
の
区
別
な
く
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
辞
典
の
ほ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
頂
戴
し
ま
し
た
辞
典
の

デ
ー
タ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
外
字
が
結
構
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
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ろ
が
そ
れ
を
調
べ
て
い
き
ま
し
た
ら
、
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
が
ま
っ
た

く
当
た
っ
て
な
い
も
の
と
い
う
の
は
、
七
つ
ほ
ど
し
か
ご
ざ
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
微
妙
に
違
う
け
れ
ど
ど
う
し
よ
う

か
と
思
う
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
Ｉ
Ｖ
Ｓ
を

使
用
す
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
文
字
コ
ー
ド
で
対
応
で
き
る
よ

う
な
形
に
し
て
お
り
ま
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、
関
連
し
て
下
田
先
生
に

も
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

下
田　

漢
字
の
コ
ー
ド
の
問
題
は
、
極
め
て
重
要
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
上
に
そ
の
文
字
が
残
さ
れ
て
い
く
か
、
消
さ
れ
て
い
く
か
と

い
う
問
題
で
す
。
私
が
関
わ
っ
て
き
た
二
〇
年
ほ
ど
で
、
随
分
仕
組

み
が
変
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
は
安
定
的
に
な
っ
て
、
国
際

標
準
規
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
が

ユ
ニ
コ
ー
ド
で
す
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、
国
際
標
準
化
機
構
と
い
わ
れ
る
、
地

上
の
あ
ら
ゆ
る
人
工
物
に
共
通
の
規
格
を
与
え
て
い
く
組
織
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
組
織
の
中
に
文
字
に
関
す
る
委
員
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
文
字
の
委
員
会
の
中
に
さ
ら
に
漢
字
の
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
漢
字
の
委
員
会
は
、
国
の
代
表
と
企
業
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
国
は
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
そ
れ
か
ら
ベ
ト

ナ
ム
、
台
湾
、
香
港
、
マ
カ
オ
、
ア
メ
リ
カ
、
企
業
はM

icrosoft

だ
と
か
、A

pple

だ
と
か
、Google

な
ど
で
す
。
こ
こ
で
決
め
ら

れ
る
漢
字
の
コ
ー
ド
は
、
基
本
的
に
国
際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な

っ
て
ま
す
。

　

そ
の
委
員
会
で
は
こ
れ
ま
で
国
の
代
表
が
文
字
の
コ
ー
ド
を
決
め

て
き
ま
し
た
。
日
本
で
し
た
ら
、
法
務
省
と
総
務
省
が
担
当
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
住
基
ネ
ッ
ト
や
戸
籍
の
管
理
で
日
本
独
自
の
漢
字

を
使
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
番
号
を
振
ら
れ

な
い
と
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
れ
に
備
え
て
国
が
主

導
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
が
学
術
団
体
と
し
て
初

め
て
漢
字
の
登
録
を
申
請
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
委
員
会
は
、
国
だ
け
が
対
象
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
今
回

は
国
境
を
越
え
た
東
ア
ジ
ア
全
体
の
文
字
の
問
題
で
あ
っ
て
国
の
文

字
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
初
め
て
学
術
団
体
か
ら
申
請

し
、
二
八
〇
〇
字
を
超
え
る
文
字
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
委
員

会
は
四
年
に
一
度
ほ
ど
の
割
合
で
文
字
の
コ
ー
ド
を
決
定
し
て
き
て

お
り
ま
す
が
、
次
に
ま
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
が
提
起
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
大
蔵
経
の

文
字
は
す
べ
て
網
羅
さ
れ
る
と
い
う
段
階
に
き
て
い
る
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
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こ
れ
か
ら
先
の
見
通
し
と
し
ま
し
て
は
、
例
え
ば
『
大
正
新
修
大

蔵
経
』
に
存
在
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
浄
土
宗
全
書
』
の
な
か

に
は
存
在
す
る
基
本
的
な
重
要
な
文
字
を
、
そ
の
委
員
会
に
提
起
し

て
、
そ
し
て
、
存
在
を
認
知
し
て
番
号
を
も
ら
う
こ
と
が
重
要
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
は
そ
の
よ
う
な
お
手
伝
い
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
文

学
、
歴
史
、
あ
る
い
は
直
接
の
漢
字
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、

こ
の
よ
う
な
国
境
を
越
え
た
試
み
を
し
て
い
る
段
階
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
何
か
ご
提
案
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
喜
ん
で
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
こ
の
外
字
の
問
題
は
、

仏
教
を
扱
う
う
え
で
、
辞
典
に
し
て
も
、
浄
全
な
ど
の
叢
書
を
扱
う

に
し
て
も
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。『
浄
全
』
の
続
編

を
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
の
は
総
合
研
究
所
で
す
け
れ
ど
も
、
外
字
の

問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
齊
藤
先
生
、
何
か
ご
意
見
ご
ざ
い
ま
す
で
し

ょ
う
か
。

齊
藤　

意
見
と
い
う
よ
り
実
際
に
や
っ
た
こ
と
で
す
が
、
し
な
い
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
浄
全
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
文
字
を

そ
の
ま
ま
コ
ー
ド
化
す
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処
理
で
き
る
形
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
字
の
違
い
を
極
力
残
し
、
デ
ー
タ
で
区

別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
そ
の
字
形
に
ユ
ニ
コ
ー
ド
な
ど
が
与

え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
使
っ
て
対
応
す
る
フ
ォ
ン
ト
が
画
面

上
に
表
示
さ
れ
ま
す
。
も
し
も
仮
に
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
字
は
こ
う

い
う
形
だ
と
い
う
こ
と
を
何
ら
か
の
コ
ー
ド
の
よ
う
な
形
で
、
あ
と

で
検
索
で
き
る
よ
う
に
さ
え
し
て
お
け
ば
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
は
そ
の
よ
う
な
形
で
残
し
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
お
話
が
出
て
ま
い
り
ま

し
た
。
ご
存
じ
の
方
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
実
は
悉
曇

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
悉
曇
の
中
に
は
異
体
字
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
永
崎
先
生
が
大
変
ご
尽
力
さ
れ
、

つ
い
最
近
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

実
は
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
中
に
も
悉
曇
が
随
分
使
っ
て
あ

り
ま
し
て
、
最
初
に
作
っ
た
時
に
は
、「
キ
ャ
カ
ラ
バ
ア
」
は
、
悉

曇
の
フ
ォ
ン
ト
で
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
た
だ
、
悉
曇
の
入
力
方
法

に
難
が
あ
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
に
処
理
を
い
た
し
ま
す

と
ほ
と
ん
ど
の
人
が
検
索
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に

な
り
ま
す
。
無
料
で
は
あ
り
ま
す
が
特
別
な
フ
ォ
ン
ト
で
、
ユ
ニ
コ
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ー
ド
に
対
応
し
て
い
る
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
て
も
ら
わ
な
い
と
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
カ
ギ
括
弧
を
使
っ
て
悉
曇
と
表
記
し
、
続
け

て
ロ
ー
マ
字
表
記
に
す
る
と
い
う
形
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

例
え
ば
「
キ
リ
ー
ク
」
は
実
際
表
示
で
き
る
ん
で
す
が
、
ソ
フ
ト

上
で
四
つ
の
文
字
を
合
わ
せ
る
処
理
を
し
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。
コ

ー
ド
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
ん
で
す
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
せ
ず
に
ロ

ー
マ
字
で
悉
曇
の
記
号
が
あ
る
文
字
を
入
れ
て
、
使
え
る
よ
う
に
し

て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ま
た
次
の
質
問
に

移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
全
員
の
先
生
に
対
す
る
質
問
に

な
り
ま
す
。
コ
ス
ト
に
関
す
る
ご
質
問
で
す
。

電
子
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
や
辞
典
は
、
紙
の
も
の
と
は
違
い
ラ

ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
維
持
費
に
つ
い
て

は
誰
が
ど
の
よ
う
に
負
担
す
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
林
田
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

林
田　

私
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
理
解
が
浅
い
た
め
、

齊
藤
先
生
と
下
田
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

下
田　

こ
れ
は
大
変
大
き
な
問
題
で
す
。
こ
う
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
立
ち
上
げ
時
、
ま
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作

る
ま
で
は
補
助
金
が
出
ま
す
。
し
か
し
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
ど

の
よ
う
に
維
持
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら

れ
ま
せ
ん
。
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
も
、
人
文
系
の
さ
ま
ざ
ま
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
せ
っ

か
く
作
っ
た
も
の
が
継
続
で
き
な
い
ま
ま
立
ち
枯
れ
に
な
っ
て
い
っ

て
い
る
と
い
う
状
況
が
一
方
で
確
か
に
あ
り
ま
す
。

　

Ｓ
Ａ
Ｔ
の
場
合
は
、
シ
ス
テ
ム
の
維
持
に
労
力
を
注
い
で
き
ま
し

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
研
究
費
等
に
申
請
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使

っ
た
新
た
な
付
加
価
値
を
生
み
出
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
期
間
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
保
持
す
る
と
い
う

こ
と
を
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
諸
団
体
の
支
援
で
新
た
な
組
織

を
作
っ
て
、
維
持
す
る
方
法
も
と
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
的
に
ど
う
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
と
い
う

考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
何
か
を
代
償
に
し
て
で
も
そ
れ
を
使
い
た
い

と
思
う
方
々
は
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
需

要
を
き
ち
ん
と
発
掘
す
る
と
と
も
に
、
育
て
、
実
際
に
お
金
を
払
っ

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
と
も
、
何
ら
か
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
を
提
供
し
て
い
た
だ
く
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
を
提
供
す
る
、
そ
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う
い
う
方
向
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
つ
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
書
籍
の
場
合
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
出
版
社
が
そ
の
書
籍

の
出
版
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
費
用
を
引
き
受
け
て
お

り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
絶
版
に
さ
れ
る
こ
と
も
普
通
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
の
中
で
は
、
人
文
学
の
思
想
や
文
化
の
分
野
で
は
、

い
く
つ
か
の
異
な
る
組
織
が
役
割
分
担
し
、
利
益
も
取
り
な
が
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
す
と
、

そ
の
枠
組
み
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
新
し
い
枠
組
み
が
必
要
な
と
こ

ろ
に
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
受
益
者
負
担
を
ど
の
よ

う
な
形
で
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

齊
藤　

費
用
に
つ
い
て
、
責
任
を
持
っ
て
お
答
え
で
き
る
立
場
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
遠
慮
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回
、『
続
浄
』
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
合
研
究
所
の
予
算
で
行
い
ま
し
た
。
浄

土
宗
教
学
院
が
『
浄
全
』
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
化
な
ら
び
に
シ
ス
テ

ム
開
発
を
さ
れ
た
と
き
に
は
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
の
事
業
で

し
た
の
で
、
ま
と
ま
っ
た
予
算
で
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
が
、
研
究
所
で
は
毎
年
の
一
年
度
ご
と
の
予
算
で
デ
ー
タ
化
を

進
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
こ
れ
か
ら
の
ち
、
ど
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い

く
か
と
い
う
点
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
宗
内
の
ど
こ
の
組
織
・

団
体
が
費
用
を
出
す
、
ま
た
誰
か
か
ら
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
い
う

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
「
浄
土
宗
」
と
い
う

も
の
を
世
界
の
人
々
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
広
報
的
な
役
割
を

担
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
宗
内
部
で
見
て
い
け
ば
、
浄
土
宗
教

師
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
浄
土
宗
の
教
え
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た

だ
く
た
め
の
有
益
な
ツ
ー
ル
と
し
て
こ
れ
を
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
な
り
ま
す
と
登
録
制
で
ア
ク
セ
ス
制
限
を
設
け
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
せ
ず
、
無
償
提
供
を
基
本
と
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
浄
土
宗
に
と
っ
て
役
に
立
つ
も
の
と
い
う

こ
と
で
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た
い
な
と
思
う
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。
お
答
え
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ご
容
赦
く
だ
さ

い
。

石
川　

難
し
い
質
問
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
て
、
技
術
的
な
お
話
が
続
き
ま
し
た
が
、
林
田
先
生
が
十
数
年

ご
苦
労
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
心
を
持
た
れ
て
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い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
い
く
つ
か
の
質
問
に
お
答
え

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

服
部
英
淳
先
生
が
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
の
編
纂
に
携
わ
ら
れ

た
と
き
の
ご
苦
労
話
を
書
か
れ
た
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、

大
変
感
動
し
、
ま
た
面
白
く
思
い
ま
し
た
。
林
田
先
生
は
今
後
、

『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
本
な
ど
書
か
れ
る
ご

予
定
な
ど
あ
り
ま
す
か
。

こ
ん
な
ご
質
問
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
辺
は
私
も
関
心
が
あ
り

ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

林
田　

仲
間
内
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
ま
と
め
よ
う
か
と
言
い
合

っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
公
開
す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
お
聞
き
に
な
り
た
い
方
は
、
直
接
私
に
声
を

か
け
て
下
さ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
一
点
だ
け
お
伝
え
す
る
と
す
れ
ば
、
名
の
あ

る
先
生
だ
か
ら
と
い
っ
て
望
ま
し
い
原
稿
を
書
い
て
下
さ
る
と
い
う

わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
偉
い
先
生
も
含
め

て
多
く
の
先
生
方
の
原
稿
を
編
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
と

に
か
く
読
む
、
書
く
、
話
す
、
文
章
力
の
基
本
は
や
は
り
大
切
だ
な

と
思
っ
た
次
第
で
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
だ
け
。

「
暗
や
み
の
中
を
歩
く
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
心
の
支
え
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
ん

で
し
ょ
う
か
。

と
い
う
ご
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

林
田　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
校
正
で
赤
を
入
れ
さ
せ
て
い

た
だ
く
先
生
が
私
よ
り
も
年
長
だ
っ
た
り
す
る
と
非
常
に
心
が
痛
く
、

心
の
中
で
お
詫
び
を
し
な
が
ら
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

る
い
は
、
偉
い
先
生
か
ら
原
稿
が
な
か
な
か
届
き
ま
せ
ん
と
、「
先

生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
何
月
ま
で
に
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
や
り
取
り
を
繰
り
返
し
て

お
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
の
支
え
が
あ

り
ま
し
た
お
か
げ
で
な
ん
と
か
胃
に
穴
を
開
け
ず
に
努
め
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
と
、
夜
中
に
目
が
覚
め
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
て
、

座
り
な
が
ら
一
人
で
ス
ト
レ
ッ
チ
を
し
て
い
る
と
、
家
内
が
起
き
て
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き
て
く
れ
て
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
感
謝
の
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
テ

ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
「『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の
」

と
い
う
こ
と
に
立
ち
戻
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
少
し
遠
い
未
来

に
向
け
て
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
こ
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
公
開
に
向
け
て
、

な
い
し
は
紙
媒
体
の
も
の
の
問
題
点
、
課
題
等
を
見
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
先
ほ
ど
よ
り
齊
藤
先
生
、
そ
し
て
下
田
先
生
か
ら
お
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
英
知
を
ど
の
よ
う

に
活
か
し
て
い
く
の
か
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
お
答

え
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
下
田
先
生
か
ら
「
カ
オ

ス
を
恐
れ
な
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
ご
ざ
い
ま
し
た
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
ご
質
問

を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
知
的
空
間
が
メ
タ
知
識
と
な
っ
て
い
く
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
お
い
て
、
こ
の
『
浄
全
』
お
よ
び
大
辞
典
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
情
報
を
付
加
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、

こ
の
浄
土
宗
デ
ジ
タ
ル
知
的
空
間
が
本
当
の
意
味
で
人
文
学
の

メ
タ
知
識
と
し
て
、
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。

と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

大
変
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞

典
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
が
デ
ー
タ
化
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら

に
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
の
リ
ン
ク
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
そ
れ
ら
だ
け
の
リ
ン
ク
で
は
な
く
、
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
浄
土
宗
の
英
知
、
そ
し
て
広
く
言
う
と
人
文
学
、
学
問

の
英
知
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
ま

さ
に
本
特
別
部
会
の
「『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
も
つ
な
が
る
こ
の
ご
質
問
に
つ
い
て
、
先
生
方
に

ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
林
田
先
生
か
ら
よ
ろ
し
い
で

し
ょ
う
か
。

林
田　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会

で
こ
の
よ
う
な
特
別
部
会
を
設
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
ご
質
問

の
趣
旨
と
と
て
も
大
き
く
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
な

が
ら
、
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
の
私
の
発
表
の
な
か
、
編
集
後
記
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た

部
分
に
も
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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を
介
し
て
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
大
辞
典
を
通
じ
て
法
然
上

人
に
直
参
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

本
日
は
、
総
大
本
山
の
お
役
の
方
や
宗
の
ご
当
局
の
方
、
そ
し
て

学
術
大
会
開
催
四
団
体
の
教
学
院
、
布
教
師
会
、
法
式
教
師
会
、
総

合
研
究
所
、
あ
る
い
は
佛
教
大
学
や
大
正
大
学
の
先
生
方
が
お
集
ま

り
で
す
。
例
え
ば
辞
典
の
項
目
に
「
御
影
堂
」
と
い
う
項
目
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
項
目
に
リ
ン
ク
を
貼
り
、
京
都
の
四
ヵ
本
山
の
御
影

堂
を
す
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
三
六
〇
度
御
影

堂
内
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
あ
る
い
は
「
廬
山
寺
本
」
と
い
う

項
目
で
あ
れ
ば
、
現
在
は
手
続
き
を
進
め
な
け
れ
ば
拝
見
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
廬
山
寺
本
を
拝
見
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
袱
紗
さ
ば
き
を
知
り
た
い
、
確
認
し
た
い
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
布
教
師
会
の
方
に
ご
出
演
い
た
だ
き
袱
紗
さ
ば
き
を

実
演
し
た
映
像
を
作
製
し
公
開
し
て
、
辞
典
の
項
目
と
リ
ン
ク
を
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
法
式
で
い
え
ば
、「
香
偈
」
の
項

目
に
リ
ン
ク
さ
せ
、
節
つ
き
・
節
無
し
の
音
声
、
威
儀
付
き
の
映
像

で
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
様
の
こ
と
は
三
尊
礼
・
礼
讃

で
も
可
能
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
声
明
に
し
て
も
、
縁
山
声
明
、
祖
山
声
明
、
さ
ま
ざ
ま
に
伝

承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
稽
古
を
し
て
い
な
い
人
た
ち
に
は
分
か
り
ず

ら
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
先
生
方
に
ご
出
演
い
た
だ
い
た
映
像
を

作
製
し
、
辞
典
の
項
目
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に

そ
れ
を
目
で
見
て
、
耳
で
聞
い
て
、
五
感
で
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
も
な
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
現
在
、
総
合
研
究
所
で
は
檀
信
徒
向
け
ア
プ
リ
の
研
究
を

し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
ア
プ
リ
と
も
結
び
付
く
こ
と
で
、
法

然
上
人
、
お
念
仏
を
中
心
と
す
る
空
間
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し

て
世
界
中
に
無
限
に
広
ま
り
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
ア
ク

セ
ス
で
き
る
、
そ
う
い
う
環
境
が
整
え
ば
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

石
川　

齊
藤
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

齊
藤　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
で
あ
っ
た
り
、
お
作
法
で
あ
っ
た
り
、
建
物
で
あ
っ
た

り
、
そ
れ
ら
は
文
字
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
一
部
画
像
も
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
、
林
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
情
報
が
今
度
は
映
像
で
み
る
こ
と
も
可
能
な
媒
体
と
な
る
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わ
け
で
す
。
そ
れ
は
『
新
纂
大
辞
典
』
の
な
か
に
新
た
に
組
み
込
む

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
で
き
る
限
り
の
も
の
に
つ
い

て
、
き
ち
ん
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
情
報
に
た
ど
り
着
け
る

よ
う
な
形
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
宗
内
で
用
意
す
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
で
、

現
在
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
リ
ン
ク
を
貼
る
と
い
う
よ

う
な
方
法
も
ご
ざ
い
ま
す
。
調
べ
て
い
く
に
は
ど
こ
か
の
出
発
点
が

必
要
に
な
る
わ
け
で
、
辞
書
は
出
発
点
と
し
て
非
常
に
使
い
や
す
い

も
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
知
識
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
方
向

に
持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
う
す
る
と
さ
ら
に
価
値
が
上
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
現
在
は
『
浄
土
宗
全
書
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て

お
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
に
お
い
て
多
く
の
碩
学
が
著
作
を
遺
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
全
集
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
ご
ざ
い

ま
す
。『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
や
『
貞
極
上
人
全
集
』
な
ど
、
そ

れ
ら
も
電
子
テ
キ
ス
ト
化
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
い
た
し
ま
す
と

『
浄
土
宗
全
書
』
だ
け
で
調
べ
る
よ
り
も
知
識
量
は
何
倍
に
も
な
っ

て
広
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
に
は
多
く
の
文
化
財
も
ご
ざ
い
ま
す
。
公
開
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
も
の
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
で

き
る
だ
け
取
り
込
ん
で
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
情
報
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
重
要
に
な
っ
て
い
く

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

下
田　

ご
質
問
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
か
ら
は

メ
タ
デ
ー
タ
に
つ
い
て
少
々
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
活
か
す
た
め
に
二
つ

の
注
意
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
知
識
を
ど
の
よ
う
に
整
理

し
、
提
供
し
て
い
く
か
、
ま
た
利
用
者
側
か
ら
の
問
題
を
受
け
取
っ

て
い
く
と
い
う
提
供
者
側
の
立
場
、
も
う
一
つ
は
知
識
そ
の
も
の
を

作
り
あ
げ
て
い
く
個
別
の
立
場
で
す
。

　

今
、
齊
藤
先
生
、
林
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
特
に
私
が
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
儀
礼

や
建
築
な
ど
、
文
字
だ
け
で
は
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
を
映
像
や
音
声

で
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
祖
師
の
言
葉

の
一
つ
に
ど
れ
だ
け
の
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
い
か
に
広
い

背
景
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
る
よ
う
な
も
の
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
提
供
す
る
役
割
が
今
ま
で
は
博
物
館
で
あ
っ
た
り
、
美
術
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館
で
あ
っ
た
り
、
図
書
館
で
あ
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、

今
後
は
一
人
一
人
の
研
究
者
、
あ
る
い
は
研
究
機
関
、
あ
る
い
は
宗

派
が
、
そ
う
し
た
提
供
者
に
な
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
ま
す
。
私
は

そ
れ
が
今
日
こ
の
会
で
新
し
い
地
平
と
し
て
開
か
れ
た
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

一
方
、
林
田
先
生
が
「
調
べ
た
い
内
容
の
本
質
へ
と
辿
り
着
く
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
度
は
そ
う
や
っ
て
辿
っ
て

い
っ
た
も
の
か
ら
、
何
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
、
知
識
を
提
供
す
る
側
で
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
ま

す
と
、
提
供
者
側
に
は
提
供
す
る
知
識
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
作
り

あ
げ
て
い
る
か
と
い
う
課
題
が
生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
課

題
こ
そ
が
ど
ん
な
に
媒
体
が
変
わ
っ
て
も
、
知
識
の
提
供
の
仕
方
が

変
わ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
残
り
続
け
て
い
く
と
こ
ろ

で
す
。

　

こ
れ
は
林
田
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
教

団
が
開
示
し
て
き
た
信
仰
世
界
を
手
放
さ
な
い
姿
勢
、
そ
し
て
広
い

意
味
で
の
浄
土
宗
学
を
否
定
せ
ぬ
姿
勢
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
知
、
あ
る
い
は
思
想
が
存
在
し
続
け
る

限
り
、
い
ろ
ん
な
窓
口
を
通
っ
て
実
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

情
報
は
、
最
終
的
に
は
一
対
一
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
の
研
究
に

出
会
っ
て
よ
か
っ
た
、
こ
れ
を
研
究
し
て
い
た
だ
い
て
い
て
よ
か
っ

た
と
い
う
も
の
に
出
会
え
る
こ
と
が
提
供
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
で

あ
り
ま
す
。

　

結
論
と
し
て
は
何
も
特
別
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
あ
る
い
は
宗
学
、
あ
る

い
は
教
え
を
伝
承
し
て
い
か
れ
る
こ
と
に
収
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま

す
。

石
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
大
変
残
念
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
迫
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
今
ま
で
は
辞
典
と
い
う
の
は
辞
典
だ
け
を
見
て
調
べ
る
、
そ

う
い
う
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
と
は

異
な
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、『
浄
土
宗
全
書
』
な
ど
が
存
在
し
て
お
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
点
と
点
が
線
で
つ
な
が
っ
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
ク
モ
の
巣
の

よ
う
に
、
仏
教
語
で
い
え
ば
因
陀
羅
網
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
つ
な
が

っ
て
、
大
き
な
網
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
迎

え
た
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
本
日
、
先
生
方
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、

あ
ら
た
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
に
本
質
へ
辿
り
着
く
方
法
が
変
わ
っ
た
の
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か
な
と
思
っ
た
次
第
で
す
が
、
皆
さ
ま
方
は
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
ま
だ
ま
だ
活
用
方
法
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
お
声
を
反
映
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
、
こ

の
浄
土
宗
の
英
知
を
よ
り
多
く
社
会
に
発
信
を
し
て
い
く
べ
く
、
私

共
も
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ま
方

か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
、
非
常
に
お
忙
し
い
中
、
林
田
康
順
先
生
、
齊
藤
舜
健
先
生
、

下
田
正
弘
先
生
に
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
先
生
に
大
き
な
拍

手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

　
（
了
）

【
編
集
部
註
】

　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
よ

り
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
浄
土
宗
教
師
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
研
究
者
の
研
究
活
動
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。

　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
Ｕ
Ｒ
Ｌ

　

http://jodoshuzensho.jp/daijiten
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『
三
縁
山
志
』
の
研
究
（
Ⅱ
）
─
学
寮
の
所
在
に
つ
い
て
─

青　

木　

篤　

史

一
、
は
じ
め
に

　

増
上
寺
に
限
ら
ず
、
檀
林
寺
院
で
修
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
必
ず

学
寮
に
入
っ
て
修
学
し
て
い
た
。
増
上
寺
の
学
寮
に
お
い
て
は
、
三

代
将
軍
徳
川
家
光
公
の
頃
よ
り
入
寺
希
望
者
が
多
く
な
り
、
学
寮
百

数
十
軒
、
所
化
三
〇
〇
〇
人
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
貞

享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
幕
府
よ
り
檀
林
清
規
が
出
さ
れ
、
増
上
寺

が
七
〇
人
と
い
う
入
寺
規
制
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
規
制

が
か
か
っ
た
後
も
、
こ
の
七
〇
人
と
い
う
人
数
を
大
き
く
超
え
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
様
々
な
方
法
で
入
寺
を
許
可
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
は
「
直
弟
入
寺
」
と
「
似
我
入
寺
」
と
が
あ
る
。

　

ま
ず
「
直
弟
入
寺
」
と
は
学
寮
主
と
三
席
以
上
の
者
は
時
期
や
定

員
を
定
め
ず
入
寺
を
許
可
さ
れ
る
制
度
で
あ
り
、
三
席
以
上
は
一
五

〇
僧
、
寮
主
は
享
保
年
中
一
五
〇
以
上
の
学
寮
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
中
で
資
格
を
有
す
る
者
が
制
限
な
ど
な
く
直
弟
を
入
寺
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
人
数
は
大
幅
に
増
え
る
こ
と
と
な
る
。

　

次
に
「
似
我
入
寺
」
と
は
、
他
人
の
弟
子
を
途
中
で
自
分
の
弟
子

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仮
の
弟
子
と
し
て
入
寺
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
似
我
入
寺
を
許
さ
れ
た
の
は
、
一
文
字
席
に

一
人
、
月
行
事
席
に
一
人
、
役
者
中
に
一
人
と
い
う
合
計
三
人
で
あ

っ
た
が
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
人
数
が
増
し
、
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
に
は
三
席
以
下
の
者
で
も
寮
主
で
あ
れ
ば
、
一
年
に

五
人
で
あ
れ
ば
入
寺
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
七
〇
人
と
い
う
定
員
は
大

幅
に
超
え
、
増
上
寺
に
は
常
時
二
〇
〇
〇
人
か
ら
三
〇
〇
〇
人
の
所

化
が
修
学
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

増
上
寺
に
は
学
寮
が
百
数
十
軒
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
三

縁
山
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
二
六
軒
で
あ
る
。
そ
れ
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は
学
寮
の
規
模
の
大
小
な
ど
様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
学
寮

の
統
廃
合
等
の
変
遷
や
紙
面
の
都
合
上
、『
三
縁
山
志
』
に
は
全
て

の
学
寮
が
記
載
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
三
縁
山
志
』
所
収
の
旧
境
内
図
に
も
「
寮
」
と
し
か
記
載
が
な
い

た
め
、
大
ま
か
な
所
在
し
か
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
本
発
表
で
は
、『
三
縁
山
志
』
な
ら
び
に
會
谷
佳
光
氏
著

『
酉
蓮
社
志
稿
』
を
参
考
に
、
学
寮
が
多
く
存
在
し
て
い
た
南
谷
・

北
谷
・
山
下
谷
に
お
け
る
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
増
上
寺
周

辺
の
ど
の
辺
り
に
学
寮
が
多
く
存
在
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察

を
施
し
た
い
。

二
、
学
寮
の
所
在

　
①
学
寮
の
概
要

　

下
記
の
【
図
１
】
の
通
り
、
増
上
寺
の
学
寮
は
、
三
門
か
ら
大
門

に
か
け
て
の
北
側
を
北
谷
、
南
側
を
南
谷
、
赤
羽
橋
の
東
側
を
山
下

谷
と
称
し
、
こ
の
三
谷
に
多
く
の
学
寮
が
存
在
し
、
こ
の
三
谷
が
さ

ら
に
分
か
れ
て
九
谷
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
九
谷
と
は
、
北
谷

（
神
明
谷
・
三
島
谷
・
三
島
中
谷
）、
南
谷
（
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神

谷
・
新
谷
）、
山
下
谷
（
山
下
谷
・
山
下
西
谷
）
で
あ
る
。『
三
縁
山

志
』
目
次
に
は
そ
の
中
の
二
五
寮
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

【
図
１
】
増
上
寺
山
内
図
（
（
（

（
文
化
八
年
） 

　
　

そ
の
二
十
五
寮
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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増
上
寺
学
寮　

二
五
寮

学
頭
寮　

役
者
寮　

團
照
室　

海
蔵
窟　

碧
雲
室　

蔡
華
楼　

止
観
室　

止
著
室　

猶
龍
窟　

在
心
室　

圓
龍
窟　

寶
樹
窟　

神
秀
室　

進
徳
亭　

大
塔
葊　

金
毛
窟　

旭
松
亭　

旭
松
軒　

浄
光
窟　

無
為
窟　

自
足
窟　

積
累
室　

如
實
室　

作
業
室　

法
輪
窟

し
か
し
『
三
縁
山
志
』
本
文
の
記
述
に
は
、

　
　

増
上
寺
学
寮　

二
六
寮

学
頭
寮　

幹
事
寮　

蒼
龍
窟　

團
照
室　

最
澤
室　

海
蔵
窟　

碧
雲
室　

止
観
室　

止
著
室　

蔡
華
楼　

神
秀
窟　

在
心
室　

淵
龍
窟　

寶
樹
窟　

進
徳
亭　

大
塔
庵　

金
毛
窟　

旭
松
亭　

旭
松
軒　

浄
光
窟　

無
為
窟　

作
業
室　

自
足
室　

積
累
室　

法
輪
窟　

慈
仁
窟　

の
二
六
寮
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
次
と
本
文
に
記
載
さ
れ
て

い
る
学
寮
名
の
違
い
を
表
に
し
た
も
の
が
【
図
２
】
で
あ
る
。

【
図
２
】
目
次
と
本
文
と
の
学
寮
名
の
記
載
の
相
違

�

（
記
載
が
異
な
る
部
分
に
は
下
線
を
施
し
た
）

�

　

こ
の
【
図
２
】
を
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、『
三
縁
山
志
』
の

目
次
と
本
文
と
で
は
学
寮
名
の
記
述
が
異
な
る
学
寮
が
い
く
つ
か
存

在
す
る
。
②
の
役
者
寮
と
幹
事
寮
は
、
名
称
が
相
似
し
て
い
る
た
め

同
一
の
学
寮
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
③
の
蒼
龍
窟
と
圓
龍
窟
、
⑪
の

猶
龍
窟
と
淵
龍
窟
、
㉓
の
自
足
窟
と
自
足
室
は
一
文
字
の
違
い
で
あ

る
た
め
、
別
の
学
寮
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
学
寮

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
【
図
２
】
に
記
載
さ
れ
て
い
る
学
寮
の
中
で
も
、
本
文
に
記

述
の
な
い
学
寮
と
し
て
㉕
の
「
如
實
室
」
の
一
寮
が
あ
り
、
ま
た
目

次
に
記
載
が
な
く
て
も
本
文
に
は
新
た
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
学
寮
も

⑤
の
「
最
澤
室
」
と
㉗
の
「
慈
仁
窟
」
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
る
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
な
経
緯
が
推
測
で
き
よ
う
か
。
文

政
二
年
当
時
は
増
上
寺
に
多
数
の
学
寮
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
三
代
将
軍
家
光
公
の
時
代
に
は
、
学
寮
が
百
数

十
軒
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
三
縁
山
志
』
が
執
筆
さ
れ
た
文
政

二
年
は
、
第
一
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
公
の
時
代
で
あ
り
、
家
光
公
の

時
代
よ
り
は
学
寮
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
当
時

も
多
く
学
寮
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
『
三
縁
山

志
』
に
記
載
が
あ
る
学
寮
の
他
に
も
、
小
さ
い
規
模
の
学
寮
も
含
め

て
多
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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よ
っ
て
目
次
を
作
成
し
た
後
、
新
た
に
新
設
し
た
学
寮
と
閉
鎖
・

統
合
さ
れ
た
学
寮
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。『
三

縁
山
志
』
第
一
巻
の
境
内
図
を
見
て
み
る
と
、
学
寮
の
名
前
は
載
っ

て
お
ら
ず
、
た
だ
「
寮
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
一
々
の
学
寮
の
名
前
を
書
く
の
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
次
に
、
各
谷
の
学
寮
の
所
在
を
三
つ
の
項
に
分
け
て
明
ら
か

に
し
た
い
。
今
回
は
、『
三
縁
山
志
』
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
学

寮
名
を
使
用
し
考
察
し
て
い
く
。

　

②
各
谷
の
学
寮
の
所
在

（
一
）
南
谷
（
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
）
の
学
寮
に
つ
い
て

　

ま
ず
所
在
地
が
多
か
っ
た
、
南
谷(

袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・

新
谷)

の
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
『
三
縁
山
志
』
第
一
一
「
九
谷
」
の
条
に
「
文
政
二
卯
年
四
月
南

四
谷
寮
主
列
名
（
（
（

」
の
図
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
文
政
二
年
四
月
当
時

の
南
四
谷
の
学
寮
の
配
置
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
下
の
【
図

３
】
で
あ
る
。

　

次
に
『
酉
蓮
社
志
稿
』
所
収
の
同
年
か
ら
二
三
年
後
の
天
保
一
三

（
一
八
四
二
）
年
の
同
じ
地
域
の
学
寮
の
様
子
の
図
が
次
頁
の
【
図

４
】
と
な
る
。

【
図
３
】
文
政
二
年　

南
四
谷
寮
主
列
名

　
　

�

　

會
谷
氏
は
、
右
記
の
【
図
３
】
を
も
と
に
次
頁
の
【
図
４
】
を
作

成
し
、
学
寮
主
の
変
遷
を
述
べ
て
い
る
。
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【
図
４
】
文
政
二
年
・
天
保
一
三
年
の
同
地
域
の
地
図
（
3
（

�

　

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
二
つ
の
図
を
基
に
学
寮
の
所
在
を
考
察
し
て

い
く
。『
三
縁
山
志
』
に
は
学
寮
の
所
在
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
た
め
、
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
に
お
け

る
考
察
方
法
は
、『
酉
蓮
社
志
稿
』
の
中
に
お
け
る
図
の
一
々
の
学

寮
主
の
名
前
と
場
所
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
同
じ
図
に
学
寮
名
を
記
載

し
て
い
く
。
当
て
は
め
て
み
る
と
下
の
よ
う
な
【
図
５
】
と
な
る
。

た
だ
『
三
縁
山
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
学
寮
も
多
く
「
不
明
」

と
し
た
場
所
も
多
々
あ
る
。
し
か
し
『
三
縁
山
志
』
に
は
学
寮
の
所

在
が
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
図
を
通
じ
て
『
三
縁
山
志
』

記
載
の
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
の
一
三
の
学
寮
の
所
在
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

【
図
５
】
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
に
お
け
る
学
寮
の
所
在

�

（『
三
縁
山
志
』
記
載
の
学
寮
の
み
）

��

（
二
）
北
谷
（
三
島
谷
・
三
島
中
谷
）
の
学
寮
に
つ
い
て

　

次
に
三
島
谷
・
三
島
中
谷
の
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
島
谷
・
三
島
中
谷
は
現
在
の
愛
宕
警
察
署
付
近
と
推
測
さ
れ
る
。

『
三
縁
山
志
』
第
一
一
巻
に
文
政
二
年
当
時
の
学
寮
図
（
4
（

が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
左
の
【
図
６
】
で
あ
る
。
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【
図
６
】
三
島
谷
・
三
島
中
谷
の
学
寮
図

�こ
の
図
に
学
寮
主
の
名
前
を
当
て
は
め
、
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に

す
る
と
、
次
の
【
図
７
】
の
よ
う
に
な
る
。

【
図
７
】
三
島
谷
・
三
島
中
谷
の
学
寮
の
所
在
（『
三
縁
山
志
』
記
載

の
学
寮
の
み
）
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以
上
の
よ
う
に
一
〇
寮
の
学
寮
の
所
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
三
）
山
下
谷
（
山
下
谷
・
山
下
西
谷
）
の
学
寮
に
つ
い
て

　

次
に
山
下
谷
の
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
も
同
じ

く
『
三
縁
山
志
』
第
一
一
巻
に
あ
る
山
下
谷
の
図（

5
（

を
参
考
に
し
、
そ

こ
に
学
寮
名
を
当
て
は
め
て
い
き
た
い
。
山
下
谷
は
現
在
の
妙
定
院

付
近
と
推
測
さ
れ
る
。『
三
縁
山
志
』
該
当
部
分
に
は
、

宝
暦
中
妙
定
院
開
建
引
つ
ゞ
き
西
谷
に
も
又
寮
あ
ま
た
建
続
け

り
故
に
東
を
山
下
谷
と
い
ひ
西
を
山
下
西
谷
と
呼
ふ（

6
（

と
あ
る
よ
う
に
、
宝
暦
年
間
に
妙
定
院
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
付
近
に

多
く
の
学
寮
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
山
下
谷
に
は
山
下

谷
・
山
下
西
谷
の
二
谷
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
挙
げ
る
【
図
８
】
は
山
下
谷
の
学
寮
図
（
7
（

で
あ
り
、
こ
れ
に
先

程
と
同
様
に
学
寮
名
を
当
て
は
め
る
と
【
図
９
】
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
二
つ
の
図
よ
り
山
下
谷
の
学
寮
で
所
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の

は
、
寶
樹
窟
・
慈
仁
窟
・
作
業
室
の
三
寮
で
あ
っ
た
。

【
図
８
】
山
下
谷
の
学
寮
図

【
図
９
】
山
下
谷
の
学
寮
の
所
在
（『
三
縁
山
志
』
記
載
の
学
寮
の
み
）
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三
、
結
論

　

以
上
の
よ
う
に
増
上
寺
の
学
寮
は
、
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・

新
谷
に
多
く
存
在
し
、
そ
の
他
三
島
谷
・
山
下
谷
に
も
存
在
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
、『
三
縁
山
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
二
六
全
て

の
学
寮
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
こ
の
袋

谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
の
四
つ
の
通
り
に
学
寮
が
多
く
存
在

し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
子
院
が
少
な
く
増
上
寺
に

も
近
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
学
寮
が
多
く

存
在
す
る
、
三
島
谷
や
三
島
中
谷
は
周
り
に
子
院
が
多
く
、
数
多
く

の
学
寮
が
建
立
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
摂
門
が
所
属
し
て
い
た
在
心
寮
も
三
島
中
谷
に
存
在
し
て
い
た
。

三
島
谷
や
三
島
中
谷
は
、
増
上
寺
か
ら
見
て
左
側
（
現
在
の
芝
公
園

一
丁
目
付
近
）
に
あ
っ
た
通
り
で
あ
り
、
現
存
し
て
い
な
い
。
ま
た

こ
の
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
の
四
つ
の
通
り
は
、
学
寮
の

周
り
に
子
院
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
学
寮
を
ま

と
め
て
建
て
る
に
は
良
い
立
地
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
々
の
学
寮
の
規
模
の
大
小
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
増
上
寺

に
は
常
時
三
千
人
も
の
所
化
が
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る

の
で
、
百
数
十
軒
の
学
寮
数
に
三
千
人
の
僧
の
数
を
考
え
て
み
る
と
、

平
均
で
三
〇
人
弱
も
の
僧
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
貞
享
二
年
の
下
知

状
で
増
上
寺
の
新
来
の
僧
の
人
数
を
七
〇
人
に
制
限
し
た
も
の
の
、

実
際
は
そ
れ
以
上
の
僧
が
入
寺
し
て
い
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
増
上

寺
は
他
の
檀
林
寺
院
に
比
べ
て
非
常
に
人
気
の
あ
る
檀
林
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
や
は
り
宗
の
総
録
所
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
や
、
徳
川
家
と
の
関
係
が
か
な
り
影
響
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
『
三
縁
山
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
学
寮
は
、
数
多
く
あ

る
寮
の
う
ち
の
一
部
だ
ろ
う
が
、『
三
縁
山
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
以
上
、
重
要
な
学
寮
の
数
々
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
1　
『
浄
全
』
一
九
巻
二
五
三
頁
下
段

2　
『
浄
全
』
一
九
巻
五
四
一
頁
下
段

3　

會
谷
佳
光
氏
著
『
酉
蓮
社
志
稿
』（
酉
蓮
社
刊
、
二
〇
一
二
年
）

4　
『
浄
全
』
一
九
巻
五
四
二
頁
上
段

5　
『
浄
全
』
一
九
巻
五
四
三
頁
下
段

6　
『
浄
全
』
一
九
巻
五
四
二
頁
上
段

7　
『
浄
全
』
一
九
巻
五
四
三
頁
上
段
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一
、
は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
徳
川
家
康
が
安
定
し
て
全
国
を
治
め
る
た
め
宗
教
を

管
理
下
に
置
く
こ
と
を
進
め
た
。
そ
の
例
と
し
て
檀
家
制
度
を
用
い

キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
、
仏
教
が
必
要
以
上
に
力
を
持
つ
こ
と
を
恐

れ
寺
院
や
僧
侶
の
数
を
制
限
し
、
僧
侶
育
成
も
厳
し
く
統
制
し
た
。

ま
た
、
寺
院
に
本
末
制
度
を
加
え
る
こ
と
で
政
府
の
支
配
下
に
置
い

た
。
そ
の
中
、
浄
土
宗
で
は
知
恩
院
第
二
五
世
に
松
平
氏
で
あ
る
超

譽
存
牛
が
就
任
し
、
増
上
寺
や
大
樹
寺
を
菩
提
寺
に
と
し
て
親
密
な

関
係
に
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
江
戸
時
代
は
、
徳
川
家
康
が
天
下
を
取
り
、
社
会
情
勢

が
変
容
す
る
中
、
仏
教
教
団
も
次
第
に
新
し
い
制
度
の
中
に
組
み
込

ま
れ
、
大
き
な
転
換
期
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
中
で
浄
土
宗

に
つ
い
て
い
え
ば
関
東
十
八
檀
林
の
確
立
や
教
団
内
の
革
新
運
動
な

ど
様
々
な
動
き
が
み
ら
れ
る
。
関
東
十
八
檀
林
（
（
（

と
は
、
浄
土
宗
僧
侶

の
養
成
と
宗
学
研
究
を
担
う
寺
院
で
あ
り
、
浄
土
宗
僧
侶
に
な
る
た

め
に
は
檀
林
に
属
し
一
定
の
学
問
知
識
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
大
き
な
転
換
と
し
て
教
学
の
強
化
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
教
学
の
興
隆
に
伴
い
、
教
団
内
で
も
様
々
な
運
動
（
（
（

が
起

こ
っ
た
。
知
恩
院
で
は
尊
照
、
増
上
寺
で
は
存
応
が
活
躍
す
る
一
方

で
、
捨
世
派
で
は
以
八
・
弾
誓
・
澄
禅
・
無
能
・
関
通
・
徳
本
・
大

日
比
三
師
、
興
律
派
で
は
霊
潭
・
湛
慧
・
徳
巖
・
義
澄
・
普
寂
・
可

円
・
敬
首
な
ど
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

3
（

。
そ
の
中
で
も
忍
澂

（
一
六
四
五
―
一
七
一
一
（
は
と
り
わ
け
宗
学
の
興
隆
に
お
い
て
有

名
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
研
究
に
つ
い
て
は
関
東
十
八
檀
林

や
聖
冏
、
聖
聡
、
存
応
に
つ
い
て
の
研
究
が
大
半
を
占
め
、
全
体
像

が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る（

4
（

。
一
方
で
恵
谷
隆
戒
氏
の
『
浄
土

宗
史
概
説
（
5
（

』
に
は
大
成
期
と
章
立
て
さ
れ
て
あ
り
、
浄
土
宗
に
と
っ

江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
一
面
─
懐
音
上
人
を
通
し
て
─

明　

石　

寛　

成
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て
江
戸
時
代
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
と
考
え
る
。
恵
谷
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

中
期
に
於
い
て
は
、
宗
乗
の
学
匠
と
し
て
雲
臥
、
岸
了
、
義
海
、

観
徹
、
忍
澂
、
懐
音
、
義
山
、
貞
極
等
が
最
も
有
名
で
あ
る
。

其
の
中
前
四
者
は
何
も
壇
林
に
住
し
て
学
徒
の
教
養
に
従
事
し
、

後
四
者
は
何
も
野
に
在
っ
て
学
事
に
専
注
し
た
の
で
あ
る
が
、

就
中
忍
澂
、
義
山
、
貞
極
三
師
の
学
界
に
貢
献
し
て
事
蹟
は
、

特
筆
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
。（
中
略
（
更
に
洛
東
獅
子
谷
に

法
然
院
を
開
創
し
て
此
処
に
居
住
し
、
義
山
と
同
朋
の
間
柄
に

あ
る
懐
音
と
共
に
寺
門
経
営
に
当
り
（
6
（

、

　

こ
こ
で
は
忍
澂
、
貞
極
、
義
山
の
記
述
は
見
ら
れ
る
が
懐
音
の
記

述
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
の
懐
音
は
忍
澂
が
認
め
る
弟
子
で
あ

る
と
と
も
に
法
然
院
中
興
第
三
世
に
も
な
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

そ
こ
で
転
換
期
と
な
っ
た
江
戸
時
代
に
注
目
し
、
そ
の
中
で
も
忍
澂

が
認
め
た
弟
子
で
あ
る
懐
音
に
焦
点
を
当
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る

浄
土
宗
の
一
面
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
懐
音
の
著
作
に
『
浄
土
考

原
録
』
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
た
忍
澂
が
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

忍
澂
之
を
見
て
其
為
人
を
慕
ひ
繼
席
の
人
に
擬
し
之
を
義
山
に

謀
る
（
7
（

。 

　

つ
ま
り
こ
の
著
作
を
通
し
て
忍
澂
は
懐
音
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
こ
の
『
浄
土
考
原
録
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
懐
音
の
生
涯

　

懐
音
上
人
（
以
下
、
尊
称
を
略
す
。（
の
伝
記
の
史
料
つ
い
て
は

『
諸
家
念
仏
集
』
末
尾
（
玄
阿
上
人
傳
略
、
以
下
、『
玄
阿
伝
略
』
と

称
す
。（・『
続
日
本
高
僧
伝
』・『
浄
土
宗
史
』（『
浄
土
宗
全
書
』（
以

下
、『
浄
全
』
と
略
す
。（
第
二
〇
巻
所
収
（・『
法
然
院
誌
』
が
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
懐
音
の
生
涯
を
再
検
討
し
た
い
。
ま
ず
『
新
纂
浄
土
宗

大
辞
典
』
の
懐
音
の
項
目
に
は
、

承
応
二
年
（
一
六
五
三
（
―
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
（
五
月
五

日
。
本
蓮
社
真
誉
玄
阿
。
出
生
地
不
明
。
一
六
歳
に
し
て
増
上

寺
に
学
び
、
後
に
岩
槻
浄
国
寺
の
聞
証
に
師
事
し
た
。
大
和
国

今
井
（
奈
良
県
橿
原
市
今
井
町
（
の
西
光
寺
に
住
し
て
い
た
と

き
に
、『
浄
土
考
原
録
』
一
巻
を
著
し
た
。
そ
の
著
書
を
読
ん

で
感
銘
を
受
け
た
忍
澂
か
ら
法
然
院
の
後
継
者
に
な
る
よ
う
懇

請
さ
れ
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
（
に
同
院
三
世
に
晋
董
。
住

持
二
〇
年
余
り
に
わ
た
っ
て
律
を
遵
守
し
て
強
化
に
つ
と
め
た
。

在
職
中
、
大
和
国
に
住
し
た
と
き
に
再
興
し
た
葛
城
寺
と
称
念

寺
を
法
然
院
の
支
院
と
し
た
。
著
書
に
『
諸
家
念
仏
集
』
九
巻
、

『
往
生
礼
讃
纂
釈
』
五
巻
、『
盂
蘭
盆
会
法
式
略
解
』
一
巻
な
ど
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が
あ
る（

8
（

。 
　

懐
音
が
著
し
た
書
物
は
・『
浄
土
考
原
録
』
一
巻
・『
諸
家
念
仏

集
』
九
巻
・『
往
生
禮
讃
纂
釈
』
五
巻
・『
盂
蘭
盆
会
法
式
略
解
』
一

巻
が
あ
る
。
し
か
し
旧
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
索
引
に
「
懐
音

→
往
生
礼
讃
纂
釈
、
諸
家
念
仏
集
（
9
（

」
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
ま
た
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
や
『
望
月
佛
教
大
辞
典
』
に
は

同
様
の
記
述
は
あ
る
が
い
ず
れ
も
生
年
に
つ
い
て
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
い（

（0
（

。
い
っ
た
い
生
年
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

懐
音
の
生
年
に
つ
い
て
明
記
し
た
も
の
は
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞

典
』
に
「
承
応
二
年
（
一
六
五
三
（」
と
あ
る
が
、
他
は
見
当
た
ら

な
い
。
史
料
と
し
て
『
略
伝
集
』（『
浄
全
』
一
八
（、『
続
日
本
高
僧

伝
』
四
（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
四
（
が
挙
げ
ら
れ
る（

（（
（

が
、
そ

れ
ら
の
典
拠
に
は
出
没
年
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ

う
な
中
で
『
法
然
院
誌
』
に
は
、

中
興
第
三
世
玄
阿
上
人

本
連
社
真
譽
懐
音
と
號
す
、
元
禄
六
年
八
月
二
十
五
日
大
和
國

今
井
の
西
光
寺
よ
り
轉
住
正
徳
四
年
五
月
五
日
寂
す
、
世
壽
六

十
二
、
元
禄
十
六
年
正
月
よ
り
正
徳
元
年
ま
で
九
年
間
は
、
忍

澂
玄
阿
澂
陰
の
三
人
輪
番
に
住
職
せ
ら
れ
た
り（

（（
（

。 

と
あ
り
、
没
年
の
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
（
よ
り
享
年
六
十
二
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
（
を
生
年
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
は
こ
こ
か
ら
算
出
し
た
と
思
わ
れ

る
。

　

次
に
出
生
地
に
つ
い
て
『
浄
土
宗
史
（
（3
（

』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。懷

音
（
―
―
―
―

一
七
一
四
（
字
は
玄
阿
。
本
蓮
社
眞
譽
と
號
す
。
大
和
の

産
な
れ
ど
も
其
氏
族
生
年
を
詳
に
せ
ず
。（
中
略
（
學
成
り
郷

里
に
帰
り
今
井
西
光
寺
に
住
し
（
（4
（

。 

　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
出
生
地
不
明
と
書
か
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
は
大
和
（
現
在
の
奈
良
県
（
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

『
浄
土
宗
史
』
の
根
拠
が
不
明
の
為
、
そ
の
記
述
が
信
頼
性
の
あ
る

も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
典
拠
と
な

っ
た
『
続
日
本
高
僧
伝
』
で
は
、

釋
懷
音
。
號
二

眞
譽
一。
又
號
二

玄
阿
一ト
。
不
レ

詳
二

州
里
氏
族
一。

（
中
略
（
壯
年
住
二
和
州
今
井
西
光
寺（

（5
（

一ニ
。　 

と
あ
っ
て
、
生
ま
れ
は
分
か
ら
な
い
が
壮
年
期
に
は
大
和
国
今
井

（
現
在
の
奈
良
県
橿
原
市
今
井
町
（
の
西
光
寺
に
住
し
て
い
た
。
こ

れ
は
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
懐
音
に
は

『
浄
土
考
原
録
』
の
他
に
『
諸
家
念
仏
集
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。

こ
の
書
の
成
立
は
、
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此
ノ

書
全
部
九
卷
獅
谷
玄
阿
懷
音
和
尚
之
所
二

纂
輯
一

而
其
ノ

資

智
慧
光
院
眞
阿
密
賢
上
人
屬
二シ
予
ニ
校
正
一ヲ
且
ツ
託
ス
ル
ニ
以
二テ
ス
弘
傳

之
寄
一ヲ
然
ル
ニ
予
勤
二
履
衆
務
一ヲ
治
レル
ヿ
事
ヲ
煩
劇
閲
未
レ
終
レラ
卷
ヲ
而
疾

病
篤
危
自
ラ
知
二ル
處
レル
ヿ
世
ニ
非
レス
ト
久
キ
ニ
朝
夕
ノ
人
ノ
ミ
耳
一ト
伏
シ
テ
請
フ

後
賢
校
正
淨
寫
シ
テ
以
テ
毘
二
賛
シ
二
師
扶
宗
之
弘
願
一ヲ
兼
テ
補
二ハ
ン
ヿ
ヲ

予
カ
疎
懶
之
罪
一ヲ

寬
政
十
二
年
庚
申
五
月
十
八
日

前
專
念
佛
定
謹
題（

（6
（

 

と
あ
っ
て
、
懐
音
が
編
集
し
た
も
の
で
智
慧
光
院
眞
阿
密
賢
（　

―

一
七
八
二
（
上
人
に
よ
っ
て
校
正
、
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

智
恵
光
院
の
仏
定
（
一
七
三
四
―
一
八
〇
〇
（
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
三
師
の
関
係
は
『
仏
定
和
尚
行
業
記
』
に

智
惠
光
院
先
住
。
鐘
養
密
賢
上
人
は
。
洛
東
獅
ケ
谷
玄
阿
和
尚

の
上
足
な
り（

（7
（

。 

と
あ
り
、
仏
定
に
と
っ
て
密
賢
は
智
恵
光
院
の
前
住
職
で
あ
り
、
密

賢
は
懐
音
の
す
ぐ
れ
た
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り

『
諸
家
念
仏
集
』
は
懐
音
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い

が
成
立
過
程
が
明
確
で
あ
り
、
ま
た
執
筆
者
も
そ
の
弟
子
で
あ
る
こ

と
や
他
の
三
本
の
史
料
に
比
べ
て
古
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
信
頼
性
は

高
い
と
判
断
す
る
。
そ
の
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る
『
玄
阿
伝
略
』
で

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

予
初
住
洛
北
智
惠
光
之
日
。
其
前
住
鐘
譽
密
賢
師
者
。
語
予
云
。

先
師
玄
阿
上
人
。
諱
懷
音
。
號
眞
譽
。
和
州
人
。
未
詳
氏
族
。

童
眞
厭
俗
。
發
心
出
家
（
（8
（

。 

　

密
賢
に
よ
れ
ば
眞
譽
玄
阿
懐
音
は
大
和
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
す
る

こ
こ
で
は
『
玄
阿
伝
略
』
に
依
っ
て
出
生
地
を
和
州
（
大
和
（
で
あ

る
と
考
え
て
お
く
。

次
に
法
然
院
で
の
住
職
歴
を
考
え
る
。

嘗
テ
目
二
擊
ス
道
門
ノ
流
弊
一ヲ
。
婆
心
酸
鼻
。
著
二ス
淨
土
考
原
錄
一ヲ
。

以
箴
二ス
學
者
一ヲ
。（
中
略
（
時
ニ
忍
澂
和
上
中
二
興
獅
谷
法
然
院
一。

大
振
二
眞
風
一ヲ
。
偶
讀
二ヲ
此
錄
一ヲ
。
深
感
二
其
志
拔
擢
一
以
欲
レ
爲
二

補
處
一ト
。
遂
ニ
具
禮
逼
請
ス
。
音
不
レ
獲
レ
已
ヿ
。
起
テ
以
應
レ
之
。

元
祿
六
年
八
月
二
十
五
日
。
進
山
視
篆
。
檢
レ

身
以
レ

律
。
法

雷
大
震
ス
。
一
衆
服
從
。
無
二
敢
竊
議
一。
澂
公
之
道
爲
レ
是
倍
熾

也
。
音
在
二
和
州
一。
營
二
興
二
廢
刹
一ヲ
。
曰
二
葛
城
寺
一。
曰
二
稱
念

寺
一。
於
レ

是
遂
ニ

係
二ク

之
獅
谷
ノ

支
院
一。
音
住
持
二
十
二
年
。
淸

規
嚴
正
。
不
レ
改
二
先
轍（

（9
（

一ヲ
。 

　

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
懐
音
は
、
浄
土
宗
僧
侶
の
愚
行
を
嘆
か
わ

し
く
思
い
『
浄
土
考
原
録
』
を
著
し
、
学
者
を
正
そ
う
と
し
た
。
こ

の
書
が
忍
澂
に
認
め
ら
れ
、
元
禄
六
（
一
六
九
三
（
年
八
月
二
十
五
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日
に
正
式
に
住
職
と
な
り
、
二
十
二
年
間
住
職
を
勤
め
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
あ
る
「
住
持
二
〇
年
余
り
」

と
い
う
の
は
、
正
確
に
は
二
二
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

『
浄
土
宗
史
』
で
は

澂
益
其
人
物
を
敬
愛
し
補
處
た
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
。
固
辭
す
れ

ど
も
許
さ
ず
遂
に
來
り
て
席
を
董
す
。
時
に
元
祿
六
年
八
月
廿

五
日
の
こ
と
な
り
。
爾
後
元
祿
十
五
年
に
至
る
ま
で
十
年
間
職

に
在
り
し
が
。
其
間
曾
て
大
和
に
於
て
復
興
せ
る
葛
城
稱
念
兩

寺
を
獅
溪
の
末
院
に
屬
し
（
（0
（

。 

と
あ
っ
て
、
忍
澂
が
尊
敬
し
、
後
継
者
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
の

で
懐
音
は
や
む
を
え
ず
住
職
と
な
り
、
元
禄
六
年
八
月
二
十
五
日
か

ら
元
禄
十
五
年
ま
で
の
十
年
間
住
職
を
務
め
た
。
こ
れ
は
『
新
纂
浄

土
宗
大
辞
典
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
法
然
院
誌
』
で
は
、

元
禄
六
年
八
月
二
十
五
日
に
奈
良
の
西
光
寺
か
ら
移
り
正
徳
四
年
五

月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
元
禄
十
六
年
正
月
よ

り
正
徳
元
年
ま
で
の
九
年
間
は
、
忍
澂
・
玄
阿
・
澂
陰
の
三
人
で
輪

番
で
住
職
を
し
て
い
た
。
輪
番
の
期
間
を
住
職
歴
か
ら
外
し
て
考
え

た
場
合
、
元
禄
六
年
か
ら
元
禄
十
五
年
ま
で
の
十
年
間
は
一
人
で
住

職
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
内
容
は
一
致
す
る
。
そ
こ

で
『
玄
阿
伝
略
』
で
は
、

時
元
祿
六
年
。
癸
酉
八
月
廿
五
日
。
既
而
上
人
檢
身
以
律
處
事

以
公
。
故
一
衆
服
從
。
無
敢
竊
議
。
乃
祖
之
道
。
爲
是
倍
振
云
。

初
上
人
在
和
州
也
。
復
州
中
之
二
廢
刹
。
一
曰
葛
城
寺
。
一
曰

稱
念
寺
。
於
是
遂
。
係
之
于
獅
谷
之
支
院
。
上
人
住
持
獅
谷
。

大
凡
十
年
。
以
老
衰
。
辭
寺
職
退
隱
（
（（
（

。 

と
あ
っ
て
、
懐
音
が
獅
谷
に
住
す
る
こ
と
お
お
よ
そ
十
年
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
就
任
は
元
禄
六
年
で
共
通
で
あ
る
た
め
辞
任
が
何
年
で

あ
る
か
が
問
題
点
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
浄
土
宗
史
』
に
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

元
祿
六
年
八
月
大
和
國
今
井
西
光
寺
懷
音
を
以
て
獅
溪
の
主
席

と
な
し
。（
中
略
（
同
十
五
年
懷
音
獅
溪
を
辭
し
澂
の
上
足
澄

隱
之
に
代
る
（
（（
（

。 

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
懐
音
は
元
禄
十
五
年
に
法
然
院
を
辞
任
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
法
然
院
で
の
住
職
歴
は
元
禄
六
年

か
ら
元
録
一
五
年
ま
で
の
約
一
〇
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
玄
阿
伝

略
』
が
史
料
と
し
て
最
も
信
頼
の
お
け
る
も
の
と
い
え
る
。
よ
っ
て

以
下
『
玄
阿
伝
略
』
か
ら
懐
音
の
生
涯
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

玄
阿
上
人
傳
略

予
初
住
洛
北
智
惠
光
之
日
。
其
前
住
鐘
譽
密
賢
師
者
。
語
予
云
。

先
師
玄
阿
上
人
。
諱
懷
音
。
號
眞
譽
。
和
州
人
。
未
詳
氏
族
。
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童
眞
厭
俗
。
發
心
出
家
。
爲
人
方
正
。
不
苟
合
。
年
甫
十
六
。

負
笈
東
遊
。
掛
鍚
武
之
三
縁
山
。
螢
雪
以
繼
晷
。
學
專
宗
乘
。

傍
極
性
相
。
後
往
佛
眼
山
。
師
事
上
首
聞
證
和
尚
。
所
業
益
進
。

座
下
高
足
稀
出
于
其
右
者
。
性
尚
隱
操
。
學
成
歸
于
梓
里
。
晦

輝
西
光
寺
。
委
心
於
護
法
。
勞
身
于
化
導
。
到
處
擊
於
法
皷
。

事
于
碎
邪
興
正
。
故
一
念
義
之
徒
。
憤
然
千
百
植
與
黨
。
來
呈

問
難
。
從
西
從
東
。
雜
還
蟻
涌
。
瞋
目
瞻
望
。
切
齒
扼
腕
。
互

進
互
退
。
豎
義
鋒
起
。
上
人
優
優
乎
。
執
麾
而
倚
座
。
迎
刄
而

解
之
。
更
振
智
劒
。
而
追
之
邪
黨
吐
舌
。
暗
跡
而
去
。
實
爲
一

時
之
珍
事
。
而
遠
近
之
所
知
也
。
於
是
乎
目
擊
法
弊
。
爲
著
淨

土
考
原
錄
。
時
忍
澂
尊
者
。
中
興
獅
谷
。
大
振
玄
風
。
偶
閲
市

讀
此
錄
。
大
服
其
識
量
。
輙
欲
以
爲
繼
席
。
謀
事
華
頂
之
義
山

公
。
公
本
是
聞
證
和
尚
之
徒
。
故
與
上
人
友
善
也
。
其
後
不
圖
。

上
人
上
洛
。
投
宿
於
山
公
房
。
公
大
悅
。
而
恐
其
不
卒
從
。
語

以
澂
尊
者
之
德
望
。
誘
遊
獅
谷
。
始
令
相
接
尊
者
。
愛
其
眞
率
。

仰
其
道
骨
。
不
堪
喜
。
躍
焉
。
乃
此
日
也
。
蓮
華
勝
會
。
四
來

雲
集
。
於
是
乎
。
尊
者
欲
試
上
人
之
智
辨
。
自
託
疾
云
。
朝
來

有
腹
疾
。
請
代
吾
爲
衆
説
法
。
上
人
辭
而
不
從
。
山
公
又
隨
勸

焉
。
上
人
不
獲
已
。
昇
座
説
法
。
雄
辯
懸
河
。
四
衆
倶
驚
。
尊

者
與
公
。
聞
之
於
後
堂
。
待
其
下
座
。
執
手
撫
背
。
請
爲
補
處
。

上
人
驚
而
固
辭
。
尊
者
強
之
益
勤
。
衆
亦
逼
請
。
而
不
許
歸
。

上
人
辭
無
處
。
肯
之
而
歸
。
尊
者
具
禮
邀
之
。
上
人
性
謹
篤
重
。

然
諾
終
起
而
赴
之
。
來
鎭
法
席
。
時
元
祿
六
年
。
癸
酉
八
月
廿

五
日
。
既
而
上
人
檢
身
以
律
處
事
以
公
。
故
一
衆
服
從
。
無
敢

竊
議
。
乃
祖
之
道
。
爲
是
倍
振
云
。
初
上
人
在
和
州
也
。
復
州

中
之
二
廢
刹
。
一
曰
葛
城
寺
。
一
曰
稱
念
寺
。
於
是
遂
。
係
之

于
獅
谷
之
支
院
。
上
人
住
持
獅
谷
。
大
凡
十
年
。
以
老
衰
。
辭

寺
職
退
隱
。
專
事
自
行
。
正
德
四
年
甲
午
五
月
五
日
。
罹
疾
怡

然
示
寂
。
未
詳
世
壽
僧
夏
（
（3
（

。 

　

概
要
を
示
す
と
、
智
恵
光
院
に
て
前
住
職
の
密
賢
が
い
う
こ
と
に

は
真
譽
玄
阿
懐
音
は
和
州
の
人
で
あ
る
が
そ
の
系
譜
は
わ
か
ら
な
い
。

幼
き
頃
俗
を
厭
い
出
家
す
る
。
人
と
な
り
は
品
行
方
正
で
他
人
に
媚

び
る
こ
と
は
な
い
。
十
六
歳
で
増
上
寺
に
て
学
び
、
宗
学
を
専
門
に

す
る
傍
ら
倶
舎
・
唯
識
も
極
め
た
。
後
に
岩
槻
の
浄
国
寺
に
て
聞
証

に
師
事
し
た
。
学
問
が
成
就
し
た
後
里
に
帰
り
、
法
を
護
り
邪
義
を

正
し
た
。
大
和
西
光
寺
に
て
一
念
義
の
邪
義
を
正
す
た
め
『
浄
土
考

原
録
』
を
著
し
、
そ
の
書
を
た
ま
た
ま
見
た
忍
澂
が
懐
音
に
講
話
を

頼
む
も
断
り
続
け
た
が
、
岩
槻
で
の
同
学
義
山
の
要
請
も
あ
り
高
座

に
上
っ
た
。
そ
の
説
法
は
秀
逸
で
出
家
在
家
問
わ
ず
、
忍
澂
さ
え
も

敬
愛
の
念
を
い
だ
い
た
。
そ
し
て
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
（
八
月
二
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十
五
日
よ
り
法
然
院
に
転
住
し
、
身
を
以
て
律
を
順
守
す
る
姿
に
一

同
は
従
っ
た
。
和
州
に
て
廃
れ
て
い
た
葛
城
寺
と
称
念
寺
を
法
然
院

の
支
院
と
し
た
。
お
お
よ
そ
十
年
間
住
職
を
勤
め
た
。
老
衰
に
よ
り

住
職
を
退
職
し
た
後
は
自
行
に
努
め
、
正
徳
四
（
一
七
一
四
（
年
五

月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
。
享
年
は
わ
か
ら
な
い
。
お
お
む
ね
こ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
生
涯
の
流
れ
に
大
き
な
差
異
は
な
い
も

の
の
や
は
り
年
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
一
覧
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

（（4） 
玄
阿
伝
略

続
日
本
高
僧
伝
法
然
院
誌

浄
土
宗
史

生年月日
未
詳

不
詳

記
載
な
し
（
享

年
と
没
年
か
ら

推
測
可
（

不
詳

享年
不
詳

記
載
な
し

六
十
二

記
載
な
し

出生地
和
州

不
詳

記
載
な
し

大
和

住職歴
大
凡
十
年

元
禄
六
年
～
正

徳
四
年

住
持
二
十
二
年

元
禄
六
年
～
正

徳
四
年
（
元
禄

十
六
年
～
正
徳

元
年
は
忍
澂
・

澂
隠
と
輪
番
（

元
禄
六
年
～
元

禄
十
五
年
の
十

年
間

元
禄
十
五
年
隠

退
。

没年
正
徳
四
年
五
月

五
日

正
徳
四
年
五
月

五
日

正
徳
四
年
五
月

五
日

正
徳
四
年
五
月

五
日

三
、
ま
と
め
に
か
え
て

　
『
法
然
院
誌
』
の
記
述
に
よ
り
享
年
は
六
十
二
歳
で
、
生
年
に
つ

い
て
は
一
六
五
三
年
と
考
え
ら
れ
る
が
断
定
す
る
ま
で
に
は
到
ら
な

い
。
出
生
地
は
信
頼
性
の
高
い
『
玄
阿
伝
略
』
が
「
和
州
」
と
述
べ

て
い
て
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
『
浄
土
宗
史
』
も
「
大
和
」
と
し
た

の
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
出
生
地
に
つ
い
て
は
和
州
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
。
住
職
歴
に
つ
い
て
は
約
一
〇
年
と
約
二
〇
年
（
二
二
年
（
の

説
が
あ
る
が
、『
法
然
院
誌
』
で
は
元
禄
十
六
年
か
ら
輪
番
で
務
め

て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
単
独
で
の
住
職
歴
と
し
て
は
一
〇
年
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
没
年
に
つ
い
て
は
全
て
の
文
献
が
一
致
し
て

い
る
た
め
「
正
徳
四
（
一
七
一
四
（
年
五
月
五
日
」
に
亡
く
な
っ
た

と
い
え
る
。
そ
し
て
全
て
の
伝
記
に
通
じ
る
こ
と
に
忍
澂
と
の
出
会

い
が
あ
り
、
法
然
院
に
住
持
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
懐
音
が
性

相
を
極
め
て
い
た
こ
と
は
、
師
で
あ
る
聞
證
が
唯
識
を
得
意
と
す
る

学
者
で
あ
り
、
同
学
の
義
山
も
聞
證
の
後
に
唯
識
を
教
え
て
い
た
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
た
こ
と

で
あ
る
。

今
後
懐
音
の
著
書
で
あ
る
『
浄
土
考
原
録
』
を
精
読
し
、
そ
の
思
想

や
、
関
係
性
に
注
目
し
て
江
戸
時
代
の
教
学
の
一
端
を
あ
ぶ
り
出
し
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て
み
た
い
。

　

本
稿
は
平
成
二
十
九
年
九
月
大
正
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
浄
土
宗

学
術
大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
ご
指
摘
頂

い
た
先
生
に
謝
意
を
表
す
る
。
と
と
も
に
諸
賢
の
ご
指
導
を
乞
う
。

　　
1　

こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
関
東
十
八
檀
林
に
つ
い
て
は
、
宇
高
良
哲

「
浄
土
宗
関
東
十
八
檀
林
制
度
の
確
立
」（『
日
本
仏
教
』
第
三
六
号　

一
九

七
三
年
）・�

真
野
淳
成
「
浄
土
宗
関
東
十
八
檀
林
制
度
の
確
立
」（『
大
正
大

学
浄
土
学
研
究
室
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
五
号　

一
九
七
九
年
）・
長
谷
川

匡
俊
「
浄
土
宗
檀
林
に
お
け
る
本
末
関
係
の
一
考
察
―
江
戸
時
代
中
末
期
生

実
大
厳
寺
を
め
ぐ
っ
て
」（『
淑
徳
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
号　

一
九
七
〇

年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

2　

こ
れ
に
つ
い
て
は
大
橋
俊
雄
『
法
然
と
浄
土
宗
教
団
』（
教
育
社　

一
九

七
八
年
）
に
詳
し
い
。

3　

成
田
俊
治
等
『
浄
土
宗
史
』
第
六
章　

近
世
封
建
教
団
の
展
開　

八
一
頁

―
一
〇
八
頁
参
照

4　

主
な
先
行
研
究
に
は
、
福
原
隆
善
「
江
戸
中
期
の
浄
土
宗
学
」（『
浄
土
宗

学
研
究
』
第
六
号　

一
九
七
五
）・
服
部
英
淳
「
江
戸
時
代
浄
土
宗
の
教
学

に
つ
い
て�

―
安
誉
虎
角
の
四
義
説
」（『
浄
土
学
』
第
二
九
号　

一
九
六
四
）

な
ど
が
詳
し
い
。

5　

恵
谷
隆
戒
『
浄
土
宗
史
概
説
』（
佛
教
大
学
通
信
教
育
部
一
九
六
四
年
初

版　

二
〇
〇
四
年
第
三
版
）

6　

同
右　

九
六
―
九
七
頁

7　
『
浄
土
宗
史
』（『
浄
全
』
二
〇
・
六
六
七
ｂ
）

8　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
一
二
八
頁
ｃ

9　
『
浄
土
大
辞
典
』
四
・
一
六
二
頁
ｃ

10　
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
五
一
頁

　
　
『
望
月
佛
教
大
辞
典
』
一
・
二
六
四
頁
ｂ

11　
『
略
伝
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
高
僧
伝
』
を
典
拠
と
し
て
い

る
た
め
本
稿
で
は
『
続
日
本
高
僧
伝
』
を
取
り
上
げ
る
。

12　

白
蓮
社
瑞
宏
『
法
然
院
誌
―
附
忍
澂
上
人
行
状
記
―
』（
白
蓮
社
瑞
宏　

一
九
二
七
年
）

13　

同
書
は
大
島
泰
信
氏
の
著
作
で
あ
る
。

14　

同
右　

ｂ

15　

道
契
『
續
日
本
高
僧
傳
』
巻
四
（
鴻
盟
社　

一
八
八
四
年
）

16　
『
諸
家
念
仏
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
八
一
三
頁
ａ
）

17　
『
仏
定
和
尚
行
業
記
』（『
浄
全
』
十
八
・
三
五
四
頁
ａ
）

18　
『
諸
家
念
仏
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
八
一
三
頁
ａ
）

19　

註（
15
）に
同
じ
。

20　
『
浄
土
宗
史
』（『
浄
全
』
二
〇
・
六
六
七
頁
ｂ
）

21　
『
諸
家
念
仏
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
八
一
四
頁
ａ
）

22　
『
浄
土
宗
史
』（『
浄
全
』
二
〇
・
六
六
六
頁
ａ
）

23　
『
諸
家
念
仏
集
』（『
浄
全
』
十
五
・
八
一
三
頁
ａ
）

24　

史
料
の
年
代
は『
玄
阿
伝
略
』寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）・『
続
日
本
高
僧

伝
』
慶
応
三
年
（
一
八
六
二
）・『
法
然
院
誌
』
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）・

『
浄
土
宗
史
』
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
二
）
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
敬
称
略
（
が
「
辺
地
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

の
は

本
願
の
念
仏
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
な

り
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽
の
辺
地
に
う
ま
る
。
助
と
申
す

は
、
智
恵
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も

助
に
さ
す
な
り
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人

は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
う
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念

仏
す
る
人
を
、
念
仏
に
助
さ
さ
ぬ
と
は
申
す
な
り
。
さ
り
な
が

ら
も
、
悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
、
ほ

と
け
の
御
心
に
か
の
う
べ
し
。
か
な
わ
ぬ
物
ゆ
え
に
、
と
あ
ら

ん
か
か
ら
ん
と
お
も
い
て
、
決
定
心
お
こ
ら
ぬ
人
は
、
往
生
不

定
の
人
な
る
べ
し（

（
（

。�

　

問
。
正
雑
二
行
と
も
に
本
願
に
て
候
か
。

答
。
念
仏
は
本
願
也
。
十
方
三
世
の
仏
菩
薩
に
す
て
ら
れ
た
る

ゑ
せ
物
を
た
す
け
ん
と
て
、
五
劫
ま
で
思
惟
し
、
六
道
の
苦
機

に
ゆ
つ
り
、
こ
れ
を
た
よ
り
に
て
す
く
は
ん
と
支
度
し
給
へ
る

本
願
の
名
号
な
り
。
ゆ
め
〳
〵
雑
行
本
願
と
い
ふ
物
は
、
仏
の

五
智
を
う
た
か
ひ
て
辺
地
に
と
ゝ
ま
る
也
。
見
仏
聞
法
の
利
益

に
し
は
く
も
る
る
者
な
り
。
こ
れ
は
誑
惑
の
も
の
の
道
心
も
な

き
が
、
山
寺
法
師
な
ん
ど
に
ほ
め
ら
れ
ん
と
て
、
仏
意
を
ば
か

え
り
み
ず
い
い
だ
せ
る
事
な
り（

（
（

。�
の
二
法
語
の
み
で
あ
る
。
こ
の
辺
地
に
つ
い
て
、
法
然
門
下
に
お
い

て
も
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
管
見
で
は
現
在
、

等
閑
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
辺
地
に
つ
い

て
浄
土
宗
鎮
西
派
で
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
、
同
時
に
論
題

浄
土
宗
に
お
け
る
辺
地
・
懈
慢
界

朝　

岡　

知　

宏
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と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
胎
生
、
懈
慢
界
と
と
も
に
み
て

い
く（

3
（

。
な
お
、
懈
慢
界
に
つ
い
て
法
然
は

但
念
仏
は
極
楽
国
に
生
じ
、
但
余
行
は
懈
慢
国
に
生
ず
る
な
り
。

然
る
に
念
仏
余
善
兼
行
の
者
に
ま
た
二
あ
り
。
念
仏
の
方
に
心

重
き
は
余
行
を
雑
う
と
も
極
楽
に
生
ず
。
余
行
の
方
に
心
重
き

は
念
仏
を
助
く
と
も
懈
慢
に
生
ず
べ
し（

4
（

。�

と
述
べ
て
い
る
。

経
文
と
法
然
以
前
の
諸
師
の
理
解

　

辺
地
と
は
『
無
量
寿
経
』
に
、

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
。�

と
、
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
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（

5
（

。
こ
の
辺
地
な
ら
び
に
胎

生
に
つ
い
て
、
法
然
以
前
の
諸
師
は
概
ね（

6
（

 

・
辺
地
と
胎
生
は
同
じ
で
あ
り
、
辺
地
は
そ
の
難
を
、
胎
生
と

は
そ
の
闇
を
譬
え
た
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

を
指
す
。

・
あ
く
ま
で
極
楽
の
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
。

・
疑
惑
を
懐
く
こ
と
を
誡
め
る
た
め
に
説
か
れ
た
も
の

で
あ
る
と
釈
し
て
い
る
。
諸
師
に
よ
る
辺
地
の
解
釈
は
ほ
ぼ
大
差
は

な
い
が
、《
仏
智
～
無
等
無
倫
最
上
勝
智
の
解
釈（

7
（

》、《
辺
地
を
三
輩

の
摂
と
す
る
か
不
摂
と
す
る
か（

8
（

》
と
い
う
二
点
に
関
し
て
は
諸
師
に
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よ
り
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
て
い
た
。

　

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
（
9
（

。�

と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
懐
感
（
（0
（

は
、

・
西
方
の
業
を
専
ら
に
修
せ
ず
、
至
心
に
発
願
し
な
い
者
（
＝

雑
修
の
者
（
が
懈
慢
界
に
生
じ
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
生
じ
る
者
に
弥
陀
の
来
迎
は
な
い
。

と
釈
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
永
観
は
〈
阿
弥
陀
仏
が
雑
修
の

者
を
も
摂
取
す
る
た
め
仮
作
し
た
化
城
で
あ
る（

（（
（

。〉
と
説
き
、
珍
海

は
〈
第
三
生
に
よ
り
決
定
極
楽
往
生
す
る（

（（
（

。〉
と
釈
し
て
い
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、《
辺
地
と
懈
慢
界
を
同
処
と
す
る
か
異
処
と

す
る
か（

（3
（

》、《
懈
慢
界
を
極
楽
の
化
土
と
す
る
か
否
か
（
（4
（

》
等
の
異
説
が

諸
師
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。

聖
光
の
解
釈

　

前
述
の
よ
う
に
、
法
然
は
著
作
の
中
で
辺
地
・
胎
生
・
懈
慢
界
に

つ
い
て
ほ
ぼ
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
故
か
、
聖
光
は
辺
地
に
つ
い
て

慎
重
に
取
り
扱
っ
て
お
り
、『
西
宗
要
』
に
て
「
懈
慢
界
は
娑
婆
の

辺
界
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
極
楽
の
辺
地
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
、
辺
地
と
懈
慢
界
は
異
処
で
あ
る
と
明
言
し
つ
つ
も
《
辺

地
を
三
輩
の
摂
と
す
る
か
不
摂
と
す
る
か
》
に
関
し
て
は
「
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
研
究
が
浅
く
、
判
断
し
か
ね
る
」
と
し
て
判
断
保
留

し
、
両
説
を
挙
げ
て
い
る（

（5
（

。 

　

ま
た
、「
信
心
深
き
は
上
上
品
に
生
じ
、
次
々
に
下
八
品
に
生
じ
、

信
心
殊
に
浅
き
は
懈
慢
国
に
生
ず
」
と
良
忠
に
伝
え
て
い
る（

（6
（

。 
良
忠
の
解
釈

　

聖
光
が
判
断
保
留
し
て
い
た
《
辺
地
を
三
輩
の
摂
と
す
る
か
不
摂

と
す
る
か
》
に
つ
い
て
、
良
忠
は
当
初
は
同
様
に
判
断
保
留
し
て
い

た
（
（7
（

が
、
晩
年
に
は
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・
三
輩
九
品
は
信
者
の
往
生
で
あ
る
の
に
対
し
、
辺
地
胎
生
は
疑

者
の
往
生
で
あ
る

・
三
輩
九
品
は
勧
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
対
し
、
辺
地
胎
生
は

嫌
う
と
こ
ろ
で
あ
る

・
三
輩
の
摂
と
す
る
典
拠
は
『
大
阿
弥
陀
経
』『
平
等
覚
経
』
で

あ
り
、
こ
の
二
経
に
は
依
ら
な
い

と
の
理
由
に
よ
り
、
不
摂
と
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る（

（8
（

。 

　

ま
た
、
良
忠
は
さ
ら
に
詳
し
く

・
辺
地
胎
生
は
暫
信
暫
不
信
に
し
て
心
が
決
定
し
な
い
こ
と
に
よ

る
が
、
弥
陀
の
願
力
は
最
も
強
盛
で
あ
る
た
め
、
暫
信
の
因
を

摂
し
て
強
縁
と
し
、
辺
地
に
往
生
さ
せ
る（

（9
（

。 

・
懈
慢
界
は
化
土
の
極
楽
と
す
る
説
（
隆
寛
な
ど
の
説
（
を
否
定

し
、
あ
く
ま
で
弥
陀
の
仮
作
し
た
世
界
で
あ
る
と
す
る（

（0
（

。

・
随
機
の
化
城
で
あ
り
、
荘
厳
が
優
れ
て
い
る
点
か
ら
言
う
な
ら

ば
浄
土
と
い
え
る
が
、
極
楽
辺
地
と
同
様
に
「
懈
慢
界
」
と
い

う
浄
土
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い（

（（
（

。 

・
懈
慢
界
へ
と
生
ま
れ
る
者
は
臨
終
時
に
蓮
台
に
乗
る
か
は
不
明

だ
が
、
仮
に
乗
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
極
楽
か
ら
の
来
迎
の
蓮

台
で
は
な
く
、
懈
慢
界
か
ら
の
迎
え
で
あ
ろ
う
。

・「
執
心
不
牢
固
」
す
な
わ
ち
雑
修
と
、「
専
修
の
緩
心
」
は
異
な

る
た
め
、
専
修
の
者
は
懈
慢
界
へ
と
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。

・
辺
地
の
者
に
も
疑
心
は
あ
る
が
一
向
の
疑
心
で
は
な
く
、
信
を

本
と
す
る
。
故
に
極
楽
に
生
じ
、
し
ば
ら
く
胎
中
に
処
す
。

・
懈
慢
界
に
仏
は
い
な
い
が
、
能
化
は
お
そ
ら
く
存
在
す
る（

（（
（

。 

と
釈
し
て
い
る
。

　

な
お
、『
探
要
記
』
の
中
で
道
忠
は
〈
三
心
具
足
し
て
雑
修
の
者

は
懈
慢
界
に
生
じ
る
〉
と
釈
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
良
忠
の
意
に

反
す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。 

良
忠
門
弟
の
解
釈

　

良
暁
は
〈
懈
慢
往
生
は
願
生
心
あ
れ
ど
も
未
だ
三
心
に
入
ら
ざ
る

人
で
、
そ
の
心
、
牢
固
な
ら
ざ
れ
ば
化
城
に
生
ず
。
な
お
、
願
生
心

な
く
名
利
の
た
め
に
雑
修
を
す
る
者
は
穢
土
に
留
ま
る
機
根
で
あ

る
〉
と
補
足
し
て
い
る（

（4
（

。 

　

ま
た
道
光
は
、『
無
量
寿
経
鈔
』
に
お
い
て

・《
仏
智
～
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
ど
う
捉
え
る
か
》
に
は
〈
仏

智
は
所
疑
を
弁
ず
る
も
の
で
、
後
の
四
智
は
所
疑
の
一
々
を
対

治
す
る
〉
と
い
う
曇
鸞
の
説
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る（

（5
（

。 
・
辺
地
と
胎
生
が
同
じ
で
あ
る
と
す
る
の
は
果
報
に
約
し
た
も
の

で
あ
り
、
三
輩
九
品
の
別
が
あ
る
よ
う
に
、
辺
地
胎
生
の
中
に

も
多
類
が
あ
る
。
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・「
往
生
を
疑
い
、
暫
く
心
行
を
欠
く
」
す
な
わ
ち
「
中
悔
」
の

者
と
、「
念
仏
を
疑
い
、
余
行
を
修
す
」
す
な
わ
ち
「
疑
智
」

の
者
は
、
疑
相
が
異
な
る
と
は
い
え
同
じ
「
疑
過
」
が
あ
る
た

め
辺
地
・
胎
生
に
生
じ
る
。

・「
不
見
三
宝
」
の
原
因
は
一
つ
で
は
な
く
、
上
品
上
生
か
ら
中

品
下
生
ま
で
は
「
行
の
強
弱
」
に
、
下
品
は
「
罪
障
」
に
、
胎

生
は
「
疑
心
」
に
よ
る
。

と
釈
し
て
い
る（

（6
（

。 

ま
と
め

　

法
然
が
辺
地
や
懈
慢
界
に
つ
い
て
詳
説
し
な
か
っ
た
理
由
は
不
明

で
は
あ
る
が
、『
十
二
問
答
』
に
て

問
。
極
楽
に
九
品
の
差
別
の
候
事
は
、
阿
弥
陀
仏
の
か
ま
へ
た

ま
へ
る
事
に
て
候
や
ら
む
。

答
。
極
楽
の
九
品
は
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
す
、
四
十
八
願
の
中

に
な
し
、
こ
れ
は
釈
尊
の
功
言
な
り
。
善
人
悪
人
一
処
に
む
ま

る
と
い
は
は
、
悪
業
の
も
の
と
も
、
慢
心
を
お
こ
す
へ
き
か
ゆ

へ
に
、
品
位
差
別
を
あ
ら
せ
て
、
善
人
は
上
品
に
す
す
み
、
悪

人
は
下
品
に
く
た
る
な
り
と
、
と
き
た
ま
ふ
な
り
。
い
そ
き
ま

か
り
て
し
る
へ
し（

（7
（

。
云
々
。�

と
、
九
品
の
差
別
は
方
便
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
踏
ま
え
、
良

忠
は
〈
辺
地
も
同
様
に
方
便
で
あ
る
〉
と
理
解
し
て
釈
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
懈
慢
界
に
つ
い
て
も
聖
冏
は
『
教
相
十
八
通
』「
群

疑
論
大
事
」
に
て
『
群
疑
論
』
の
懈
慢
界
の
箇
所
を
挙
げ
、

こ
の
文
は
千
福
禅
師
の
肺
肝
骨
髄
に
て
あ
る
な
り
。

　
（　

中　

略　

）

こ
の
段
に
お
い
て
顕
し
た
ま
う
師
資
の
稟
承
、
相
違
な
き
こ
と

を
釈
し
、
こ
の
論
の
数
重
の
問
答
は
、
た
だ
こ
の
答
を
以
て
至

極
と
す（

（8
（

�

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
辺
地
・
懈
慢
界
は
決
し
て
等
閑
に

付
す
べ
き
用
語
で
は
な
い
。
積
極
的
に
辺
地
や
懈
慢
界
を
説
く
必
要

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
証
賢
が
『
西
要
抄
』
の
末
に
お
い
て

弥
陀
。
も
の
を
あ
は
れ
む
心
ざ
し
。
ね
ん
ご
ろ
に
ま
せ
ば
。
本

願
。
人
を
す
く
ふ
心
ば
せ
。
ま
た
こ
ま
や
か
な
り
。
機
の
上
下

を
も
ら
さ
じ
と
。
く
ら
ゐ
に
九
品
を
わ
か
た
れ
た
る
の
み
な
ら

ず
仏
智
を
う
た
が
ふ
と
が
あ
り
て
九
品
に
入
が
た
き
も
の
を
ば
。

辺
地
を
ま
う
け
て
む
か
へ
。
極
楽
の
執
心
よ
は
く
し
て
。
辺
地

ま
で
も
を
よ
ば
ぬ
も
の
を
ば
。
懈
慢
を
か
ま
へ
て
み
ち
び
か
る
。

か
や
う
に
。
も
る
ゝ
も
の
は
あ
ら
せ
じ
と
。
す
き
ま
な
き
御
方

便
な
れ
ば
。

　
（　

中　

略　

）　
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た
ゞ
し
。
か
ゝ
る
悲
願
に
あ
ま
へ
て
。
心
ざ
し
ゆ
る
ら
か
に
は

あ
る
べ
か
ら
ず
。
く
ら
ゐ
を
上
品
に
あ
て
が
ひ
て
。
心
行
を
急

に
す
べ
き
も
の
な
り（

（9
（

。�

と
述
べ
る
よ
う
に
、
浄
土
宗
義
を
伝
え
る
場
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る

べ
き
用
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

   

三輩九品 
 

辺地 
胎生 

懈慢界 

娑婆世界 

十二億那由他 

十万億仏国土      

     

・至心正行 
・至心雑行 

※希有一二 
・至心正行（中悔）
・至心正行（疑智） 
 
 
 
 
・不至心雑行 
 
 
 
 
・至心雑行 
・不至心正行 
  ※万不一生  
・為名利雑行 

　
1　
『
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』（『
昭
法
全
』
四
六
二
）

2　
『
東
大
寺
十
問
答
』
二
（『
昭
法
全
』
六
四
三
）

3　

本
稿
で
は
隆
寛
や
親
鸞
な
ど
の
法
然
門
下
の
異
流
の
説
は
省
略
し
た
。
ま

た
懈
慢
界
を
「
懈
慢
国
」
と
表
現
し
た
り
、「
生
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
辺

地
・
胎
生
は
「
堕
す
」、
懈
慢
界
は
「
落
在
す
」
と
そ
れ
ぞ
れ
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
な
ど
表
現
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
煩
瑣
に
な
る
た
め
本
稿
で

は
統
一
し
た
。

4　
『
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』（『
昭
法
全
』
四
五
〇
）。
ま
た
『
往
生
要
集

詮
要
』
な
ら
び
に
『
無
量
寿
経
釈
』
で
『
群
疑
論
』
の
該
当
部
（
後
述
）
を

引
用
し
て
い
る
。

5　
『
浄
全
』
一
／
二
七
・
八
、
三
三
・
一
三

6　

法
然
以
前
の
文
献
と
し
て
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
経
義
疏
』、

伝
基
『
阿
弥
陀
経
疏
』、
懐
感
『
群
疑
論
』、
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
』、『
安
養
集
』
所

収
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
』）、
永
観
『
往
生
拾
因
』、
珍

海
『
決
定
往
生
集
』、『
安
養
知
足
相
対
抄
』
を
参
照
し
た
。

7　

仏
智
と
後
の
四
と
を
総
・
別
に
わ
け
、
さ
ら
に
元
暁
・
法
位
は
別
智
を
仏

の
四
智
に
配
当
す
る
。
対
し
て
曇
鸞
は
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
に
て
「
経
の

中
に
た
だ
疑
惑
不
信
と
い
い
て
、
疑
う
所
以
の
意
を
出
さ
ず
。
不
了
の
五
句

を
尋
ね
て
あ
え
て
対
治
を
も
っ
て
こ
れ
を
言
わ
ん
。
不
了
仏
智
と
は
、
い
わ

く
仏
の
一
切
種
智
を
信
了
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
不
了
の
故
に
。
故
に
疑
を

起
こ
す
。
こ
の
一
句
は
総
じ
て
所
疑
を
弁
ず
。
下
の
四
句
は
一
々
に
所
疑
を

対
治
す
。
疑
に
四
意
あ
り
」
と
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
璟
興
は
後
四
智
を
仏

の
四
智
に
配
当
す
る
が
仏
智
を
清
浄
法
界
で
あ
る
と
す
る
。

8　

璟
興
や
珍
海
な
ど
は
辺
地
を
三
輩
の
摂
と
、
曇
鸞
や
永
観
な
ど
は
不
摂
で

あ
る
と
す
る
。

9　
『
正
蔵
』
一
二
／
一
〇
二
八
上
一
四

10　

伝
基
『
阿
弥
陀
経
疏
』、
源
信
『
往
生
要
集
』
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
内

容
は
ほ
ぼ
『
群
疑
論
』
に
よ
る
。

11　
『
浄
全
』
一
五
／
三
八
三
下
二

12　
『
菩
提
心
集
』（『
浄
全
』
一
五
／
四
七
九
下
一
〇
）
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13　

懐
感
や
永
観
は
異
処
と
し
、
珍
海
は
同
処
と
し
て
い
る
。

14　

例
え
ば
隆
寛
は
〈
懈
慢
界
は
化
土
の
極
楽
で
あ
る
〉
と
捉
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。（
本
稿
で
は
省
略
）

15　
『
浄
全
』
十
／
一
九
九
下
四
、
一
九
九
上
五

16　
『
定
善
義
略
鈔
』（『
浄
全
』
二
／
五
四
九
上
一
五
）

17　
「
故
上
人
は
胎
生
九
品
を
定
判
し
難
し
と
し
、
定
め
難
き
を
一
義
と
す
」

『
決
疑
鈔
裏
書
』（『
浄
全
』
七
／
三
六
八
上
一
七
）

18　
『
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
／
三
二
一
下
六
）。
珍
海
は
『
決
定
往
生
集
』
で

〈
十
万
億
仏
刹
と
十
二
億
那
由
他
は
表
現
が
異
な
る
だ
け
で
同
じ
で
あ
る
〉

（『
浄
全
』
一
五
／
四
八
〇
上
七
）
と
述
べ
る
が
、
道
光
は
『
無
量
寿
経
鈔
』

で
「
彼
の
会
通
、
恐
ら
く
は
未
だ
尽
理
な
ら
ず
」（『
浄
全
』
一
四
／
二
〇
六

上
一
〇
）
と
否
定
し
て
い
る
。

19　
『
東
宗
要
』（『
浄
全
』
一
一
／
五
九
上
一
〇
）

20　
『
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
／
三
〇
五
上
一
〇
）
な
お
、『
定
善
義
略
鈔
』
に

は
「
懈
慢
と
極
楽
の
化
の
浄
土
と
は
同
じ
と
聞
こ
え
た
り
」（『
浄
全
』
二
／

五
四
九
上
一
四
）
と
あ
り
、
良
忠
も
当
初
は
〈
懈
慢
界
は
極
楽
の
化
土
で
あ

る
〉
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

21　

以
下
は
道
忠
『
探
要
記
』（『
浄
全
』
六
／
三
四
〇
上
五
～
）
に
よ
る
。

「
已
上
三
箇
条
、
群
疑
論
探
要
記
の
如
し
」『
東
宗
要
』（『
浄
全
』
一
一
／
七

一
上
一
五
）
と
い
う
文
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
『
探
要
記
』
を

良
忠
の
理
解
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
う
。
た
だ
し
、
例
外
も
あ
る
。（
後

述
）

22　
『
探
要
記
』
に
は
「
能
化
の
有
無
、
暗
に
も
っ
て
測
り
難
し
。
た
だ
こ
れ

土
を
現
じ
て
且
く
雑
修
を
摂
す
。
別
仏
の
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
か
の
辺
地
の

如
な
る
べ
し
。
故
に
、
経
論
の
中
に
仏
あ
り
と
説
か
ず
。
ま
た
能
化
あ
る
べ

し
。
経
文
に
説
か
ざ
る
は
、
こ
れ
略
せ
る
の
み
。」（『
浄
全
』
六
／
三
四
〇

上
六
）
と
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
聖
冏
は
『
伝
通
記
糅
鈔
』
に
て
「
義
、

推
す
る
に
、
も
し
は
こ
れ
能
化
の
仏
、
無
き
か
。」（『
浄
全
』
三
／
八
二
八

上
七
）
と
述
べ
る
に
留
め
て
い
る
。

23　

聖
冏
は
『
直
牒
』
に
て
〈
至
心
か
つ
雑
修
の
者
が
懈
慢
界
へ
生
ず
る
こ
と

は
な
い
〉
と
明
示
し
て
い
る
。（『
浄
全
』
七
／
五
一
五
上
一
）

24　

良
曉
『
浄
土
述
聞
追
加
』（『
浄
全
』
一
一
／
五
六
二
下
九
）

25　

注
7
参
照

26　
『
浄
全
』
十
四
／
二
三
三
上
三
～
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
ほ
ぼ
聖
冏
『
釈
浄

土
二
蔵
義
』
な
ど
に
取
意
引
用
さ
れ
て
い
る
。（『
浄
全
』
一
二
／
三
四
〇
）

27　
『
昭
法
全
』
六
三
三

28　
『
浄
全
』
一
二
／
七
七
一
下
一
五
。

29　
『
続
浄
』
八
／
一
九
三
上
三
～
下
一
〇
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『
逆
修
説
法
』
の
説
示
構
成
に
関
す
る
一
考
察

安
孫
子　

稔　

章

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
、
諸
師
の
敬
称
を
略
す
）
が
逆
修
法
会
の
導
師

を
勤
め
た
際
の
説
法
の
聞
書
と
し
て
伝
わ
る
『
逆
修
説
法
』
は
、
初

七
日
か
ら
六
七
日
ま
で
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
説
示
内
容
は
、
お
お
ま

か
に
は
各
七
日
初
め
に
阿
弥
陀
仏
を
称
揚
讃
嘆
す
る
仏
功
徳
讃
嘆
が

あ
り
、
そ
の
後
に
「
浄
土
三
部
経
」
の
解
説
で
あ
る
経
功
徳
讃
嘆
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
仏
功
徳
讃
嘆
は
各
七
日
で
異
な
っ
て
い
る
が
、

経
功
徳
讃
嘆
は
初
・
三
・
五
七
日
で
『
無
量
寿
経
』・『
阿
弥
陀
経
』

に
つ
い
て
説
か
れ
、
二
・
四
・
六
七
日
で
『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
、

『
観
経
』）
に
つ
い
て
説
か
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

内
容
を
概
観
し
て
み
て
も
各
七
日
で
異
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
後

の
経
功
徳
讃
嘆
と
重
複
し
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
法
然
が
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
説
示
構
成
を
取
っ
た
の
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
い
ま
だ
定
説
は
な
い
。

　

本
論
で
は
『
逆
修
説
法
』
の
経
功
徳
讃
嘆
に
着
目
し
、
ま
ず
各
七

日
の
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
『
逆
修
説
法
』
が
『
選
択
集
』
の
よ
う
な
撰
述
書
で
は
な
く

説
法
録
で
あ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
つ
つ
法
然
の
意
図
を
考
慮
し
、

こ
の
よ
う
な
三
重
の
説
示
構
成
が
取
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
を

述
べ
た
い
。

二
、
初
七
日
・
二
七
日　

―
念
仏
論
の
概
要

　

以
下
、『
逆
修
説
法
』
各
七
日
の
経
功
徳
讃
嘆
の
内
容
を
今
一
度

整
理
し
て
い
く
。
な
お
、
紙
面
の
都
合
上
『
逆
修
説
法
』
本
文
の
引

用
は
省
略
し
、
該
当
す
る
『
昭
法
全
』
の
頁
数
の
み
註
に
掲
載
す
る
。

　

初
七
日
の
『
無
量
寿
経
』
解
釈
で
は
、
初
め
に
こ
の
経
典
に
は
阿
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弥
陀
仏
の
因
位
の
本
願
と
果
位
の
二
報
荘
厳
が
説
か
れ
る
と
構
成
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
に
つ
い
て
は
「
具
に
釈
す
る
に

遑
あ
ら
ず
」
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
具
体
的
な
言
及
と
し
て
は
、

三
輩
に
関
し
て
、
善
導
に
依
っ
て
三
輩
に
正
雑
二
行
・
正
助
二
業
を

立
て
た
後
、『
観
経
疏
』
に
説
か
れ
る
「
上
来
雖
説
定
散
両
門
之
益
、

望
仏
本
願
者
、
意
在
衆
生
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
」
の
取
意
文
を
引
用

し
、「
上
本
願
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
な
か
の
十
八
願
で

あ
り
、「
一
向
専
念
」
の
一
向
と
は
二
向
三
向
に
対
す
る
意
で
あ
る

と
し
て
、
弥
陀
の
本
願
に
依
る
な
ら
ば
念
仏
以
外
の
余
善
を
修
す
る

こ
と
な
く
、
一
向
に
念
仏
一
行
に
励
む
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る（

（
（

。
こ

こ
に
は
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な
「
廃
助
傍
の
三
義
」
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い（

3
（

が
、
も
し
仮
に
当
て
は
め
る
と
す
れ

ば
、
助
正
の
義
を
中
心
と
し
た
助
業
観
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
、『
阿
弥
陀
経
』
解
釈
で
は
、
極
楽
の
依
正
二
報
・
一
日
七

日
の
念
仏
に
よ
る
往
生
・
六
方
諸
仏
の
証
誠
護
念
の
三
つ
が
説
か
れ

る
と
構
成
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、『
阿
弥
陀
経
』
の
「
不
可
以

少
善
根
福
徳
因
縁
～
」
の
文
の
解
釈
と
し
て
、
こ
こ
に
は
直
接
念
仏

の
多
善
根
を
示
す
『
龍
舒
浄
土
文
』
の
引
用
は
な
い
が
、
余
善
は
少

善
根
・
念
仏
は
多
善
根
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る（

4
（

。

　

二
七
日
の
『
観
経
』
解
釈
で
は
、
初
め
に
『
観
経
』
に
は
定
散
二

善
に
よ
る
往
生
と
念
仏
に
よ
る
往
生
が
説
か
れ
る
と
構
成
が
示
さ
れ
、

定
善
十
三
観
・
三
福
・
九
品
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
念

仏
に
よ
る
往
生
の
説
明
で
は
、『
観
経
』「
念
仏
付
属
」
の
文
が
引
か

れ
、
善
導
『
観
経
疏
』
の
引
文
を
示
し
て
、『
観
経
』
に
は
定
散
二

善
が
説
か
れ
る
が
釈
尊
の
本
意
は
「
一
向
専
称
」
の
念
仏
に
あ
り
、

ゆ
え
に
念
仏
一
行
を
阿
難
に
付
属
し
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
望
仏

本
願
」
と
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
四
十
八
願
の
な
か
の
十
八

願
の
こ
と
で
あ
り
、「
一
向
専
称
」
は
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
に
説

か
れ
る
一
向
専
念
の
こ
と
で
あ
る
と
、
い
ず
れ
も
経
文
は
示
さ
れ
な

い
も
の
の
、『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
い
た
解
釈
が
な
さ
れ
、
弥
陀
の

本
願
と
釈
尊
の
付
属
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
一
向
に
念
仏
を
称
え

る
べ
き
と
ま
と
め
ら
れ
る（

5
（

。

　

そ
の
後
、「
念
仏
往
生
の
諸
行
往
生
に
勝
る
こ
と
多
義
あ
り
」
と

し
て
『
選
択
集
』
所
説
八
種
選
択
義
に
関
連
す
る
八
文
の
提
示
が
あ

る
（
6
（

が
、
こ
の
な
か
に
は
こ
れ
よ
り
後
の
説
法
の
な
か
で
初
め
て
引
文

が
取
り
上
げ
ら
れ
説
明
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
半
ば
尚
早

に
ま
と
め
て
い
る
感
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
初
め
て
『
大
阿
弥
陀

経
』
の
選
択
の
願
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
が
、
や
は
り
詳
し
い
説
明

は
な
い
。
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以
上
、
初
七
日
と
二
七
日
に
お
け
る
「
浄
土
三
部
経
」
解
釈
の
特

徴
と
し
て
、
全
体
的
に
概
要
を
説
い
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。
と
も

に
善
導
『
観
経
疏
』
の
「
上
来
雖
説
定
散
両
門
之
益
、
望
仏
本
願
者
、

意
在
衆
生
一
向
専
称
弥
陀
仏
名
」
の
文
が
解
釈
さ
れ
、
本
願
と
は
阿

弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
な
か
の
十
八
願
で
あ
り
、
一
向
と
は
他
を
捨

て
る
意
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
本
願
で
あ
る

念
仏
一
行
の
み
を
専
修
す
べ
き
と
、
同
じ
よ
う
な
ま
と
め
方
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
初
七
日
・
二
七
日
の
説
示
で
法
然
が
求
め
た
の
は
、
第

一
に
、『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
あ
り
、
そ

れ
を
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
段
に
説
か
れ
『
観
経
』
の
「
念
仏
付

属
」
の
文
の
解
釈
に
お
い
て
善
導
が
説
く
「
一
向
」
と
い
う
態
度
で

受
け
取
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
仏
と
衆
生
の
単
純
な
構
図
を

示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
詳
し
い
説
明
は
省
略
し
つ

つ
も
、
自
身
の
念
仏
論
を
支
え
る
要
文
に
つ
い
て
提
示
を
し
て
お
く

こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
三
七
日
・
四
七
日　

―
念
仏
論
の
補
足

　

三
七
日
の
『
無
量
寿
経
』
解
釈
で
は
、
ま
ず
本
願
に
つ
い
て
『
無

量
寿
経
』
の
経
文
に
即
し
た
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

『
大
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
選
択
の
願
に
つ
い
て
の
解
説
や
、『
観

経
』・『
阿
弥
陀
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
経
に
説
か
れ
る
念
仏
往
生

は
す
べ
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
根
本
と
す
る
こ
と
な
ど
が
述
べ

ら
れ
、
初
七
日
・
二
七
日
に
お
い
て
詳
し
い
説
明
が
省
か
れ
て
い
た

部
分
に
つ
い
て
補
足
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
念
仏
が
選
ば
れ
た
理
由

と
し
て
、
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
が
あ
げ
ら
れ
る
な
ど
、
初
七
日

に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
説
明
も
加
わ
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
三
輩
に
つ
い
て
、
初
七
日
と
同
様
に
『
観
経
疏
』
の
引
文

が
あ
り
、
三
輩
に
は
菩
提
心
な
ど
の
諸
善
が
説
か
れ
る
も
の
の
、
本

願
に
従
う
な
ら
ば
一
向
に
念
仏
を
修
す
べ
き
旨
が
説
か
れ
る
の
み
で

あ
る（

7
（

。

　

さ
ら
に
、
初
七
日
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
流
通
分
の
説
明
が
あ
る
。

ま
ず
「
其
有
得
聞
彼
仏
名
号
～
」（「
無
上
功
徳
」
の
文
）
に
つ
い
て
、

一
生
の
念
仏
か
ら
た
っ
た
一
念
の
念
仏
ま
で
無
上
の
功
徳
で
あ
る
と

す
る
善
導
の
解
釈
を
あ
げ
る
。
続
け
て
、「
当
来
之
世
経
道
滅
尽
～
」

（「
特
留
此
経
」
の
文
）
に
つ
い
て
、
三
宝
が
滅
尽
し
て
し
ま
え
ば
菩

提
心
や
戒
を
知
る
た
め
の
経
も
滅
び
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で

も
念
仏
に
よ
り
往
生
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
余
善
な
く
し

て
一
向
専
念
だ
け
で
往
生
が
叶
う
と
い
う
意
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
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詳
細
な
説
明
が
あ
る（

8
（

。

　
『
阿
弥
陀
経
』
解
釈
で
は
、
初
七
日
に
は
な
か
っ
た
念
仏
多
善
根

を
示
す
『
龍
舒
浄
土
文
』
が
あ
げ
ら
れ
て
念
仏
諸
行
の
多
少
相
対
が

説
か
れ
る
。
続
い
て
、
六
方
諸
仏
の
念
仏
証
誠
に
つ
い
て
、
諸
仏
の

証
誠
は
こ
の
『
阿
弥
陀
経
』
に
し
か
な
い
が
、
そ
の
意
は
す
べ
て
の

経
に
通
じ
て
お
り
、
念
仏
往
生
自
体
を
証
誠
し
て
い
る
と
み
る
べ
き

こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
以
下
、
諸
仏
証
誠
の
詳
し
い
解
釈
が
あ
る（

9
（

。

　

四
七
日
の
『
観
経
』
解
釈
で
は
、
三
福
九
品
と
十
三
定
善
と
い
う

定
散
二
門
の
往
生
業
が
説
か
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
、
二
七
日
で
あ

げ
ら
れ
た
「
名
号
を
称
え
て
往
生
す
る
こ
と
」
は
初
め
か
ら
提
示
さ

れ
て
い
な
い（

（0
（

。
結
果
的
に
四
七
日
に
は
念
仏
に
関
す
る
説
示
は
ほ
ぼ

な
く
、
さ
ら
に
九
品
と
十
三
定
善
に
関
す
る
説
明
も
な
く
三
福
の
説

明
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
二
七
日
の
三
福
の
説
明
よ
り
詳

し
い
も
の
で
あ
る
が
思
想
的
に
変
化
し
た
部
分
は
な
い（

（（
（

。

　

以
上
、
三
七
日
と
四
七
日
に
お
け
る
「
浄
土
三
部
経
」
解
釈
の
特

徴
と
し
て
、
概
要
を
説
く
た
め
に
詳
し
い
説
明
が
施
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
初
七
日
・
二
七
日
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
て
と
れ
る
。

『
大
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
選
択
の
願
、『
無
量
寿
経
』
流
通
分
の

「
無
上
功
徳
」
と
「
特
留
此
経
」
の
文
、『
龍
舒
浄
土
文
』、
六
方
諸

仏
の
念
仏
証
誠
な
ど
の
要
文
の
説
明
が
加
え
ら
れ
、
法
然
の
念
仏
論

が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
三
七
日
に
説
か
れ

る
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
に
つ
い
て
は
初
七
日
に
は
な
い
説
示
で

あ
る
が
、
法
然
の
思
想
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
考
え
は
あ
っ

た
も
の
の
前
に
説
き
き
れ
ず
補
足
さ
れ
た
部
分
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
四
七
日
で
は
念
仏
に
つ
い
て
説
か
れ
な
い
が
、
念
仏
一
行

に
励
む
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
な
お
諸
宗
を
軽
ん
じ
て
は
い
け

な
い
と
す
る
念
仏
行
者
の
心
構
え
を
戒
め
て
説
く
た
め
に
、
法
然
は

こ
こ
で
三
福
の
解
釈
を
詳
し
く
補
足
し
て
説
い
た
の
で
は
な
い
か（

（（
（

。

こ
れ
は
念
仏
の
実
践
を
説
く
五
七
日
・
六
七
日
に
向
け
た
準
備
段
階

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
五
七
日
・
六
七
日　

―
念
仏
の
実
践

　

五
七
日
の
『
無
量
寿
経
』
解
釈
で
は
、
初
め
に
釈
尊
が
衆
生
済
度

の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
経
を
説
く
な
か
で
、
こ
の
『
無
量
寿
経
』
は

衆
生
の
往
生
の
法
を
説
く
も
の
で
、
衆
生
に
欣
求
の
心
を
起
こ
さ
せ

る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
修
因
感
果
と
極
楽
の
浄
土
二
報
に
つ
い
て
詳

し
く
説
か
れ
る
と
す
る（

（3
（

。
続
け
て
本
願
が
説
か
れ
る
が
、
四
十
八
願

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
、
第
十
八
願
に
特
化
し
た
説
明
に
な
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っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
往
生
の
行
は
我
々
が
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

法
蔵
菩
薩
に
よ
り
定
め
ら
れ
世
自
在
王
仏
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
す

で
に
定
め
置
か
れ
た
行
で
あ
る
と
し
、
我
々
が
自
力
で
往
生
し
よ
う

と
す
る
か
ら
こ
そ
念
仏
と
い
う
往
生
行
が
不
審
に
思
わ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
っ
て
、
た
だ
仏
願
力
を
頼
り
と
し
て
往
生
す
べ
き
旨
が
述
べ

ら
れ
て
い
る（

（4
（

。

　

次
に
、
三
輩
の
解
釈
で
は
や
は
り
一
向
の
義
が
述
べ
ら
れ
る
が
、

五
天
竺
三
寺
の
譬
え
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
こ
れ
ま
で
で
最
も
詳
細
な

説
明
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
初
七
日
・
三
七
日
に
は
な
か
っ
た

廃
助
傍
の
三
義
に
つ
な
が
る
説
が
あ
る（

（5
（

。

　

続
け
て
流
通
分
の
「
無
上
功
徳
」
の
文
と
「
特
留
此
経
」
の
文
の

解
釈
が
あ
る（

（6
（

が
、
三
七
日
に
比
べ
て
か
な
り
詳
し
い
説
明
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
念
仏
は
大
利
・
無
上
で
あ
り
、
余
行
は
小
利
・
有

上
で
あ
る
と
す
る
念
仏
諸
行
相
対
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（7
（

。

　

六
七
日
の
『
観
経
』
解
釈
で
は
、『
観
経
』
は
往
生
浄
土
の
教
え

で
あ
っ
て
、
娑
婆
の
外
に
極
楽
が
あ
り
、
我
が
身
の
外
に
阿
弥
陀
仏

が
い
て
、
こ
の
世
界
を
厭
い
極
楽
往
生
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
経
典

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
定
散
二
善
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
、
付
属
の
文
が
あ
げ
ら
れ
た
後
に
、「
然
れ
ば
此
の
経
の
意

に
依
り
て
、
今
聖
道
を
捨
て
念
仏
に
入
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る（

（8
（

。

　

以
降
、
専
雑
二
修
の
得
失
に
つ
い
て
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
や
五

番
相
対
の
考
え
を
用
い
た
実
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
最
後
に
、
初

七
日
か
ら
続
け
て
説
か
れ
て
き
た
「
一
向
専
称
」
の
文
が
引
か
れ
、

諸
行
を
捨
て
て
本
願
を
仰
ぎ
念
仏
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
結
ば
れ

て
い
る（

（9
（

。

　

以
上
、
五
七
日
・
六
七
日
に
お
け
る
「
浄
土
三
部
経
」
解
釈
の
特

徴
と
し
て
、
四
七
日
ま
で
に
説
か
れ
た
念
仏
論
を
受
け
て
、
衆
生
の

側
か
ら
み
た
念
仏
実
践
を
説
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
と
み
て
と
れ
る
。
そ
の
柱
と
な
る
概
念
は
、
初
七
日
よ
り
一
貫
し

て
衆
生
の
念
仏
実
践
に
お
け
る
姿
勢
と
し
て
説
か
れ
る
「
一
向
」
で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
五
・
六
七
日
で
は
念
仏
と
諸
行
を
対
比
さ

せ
て
、
諸
行
を
捨
て
て
一
向
に
念
仏
に
帰
す
べ
し
と
す
る
説
示
が
多

く
見
受
け
ら
れ
る
。
念
仏
諸
行
の
大
小
相
対
、
廃
助
傍
の
三
義
に
つ

な
が
る
説
、『
往
生
礼
讃
』
の
千
中
無
一
の
雑
行
と
百
即
百
生
の
念

仏
の
解
釈
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
説
示
姿
勢
を
受
け
て
説
か
れ
た
も
の

で
あ
り
、
法
然
浄
土
教
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
思
想
的
展
開
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
念
仏
が
諸
行
よ
り
勝
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
三
七
日
に
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は
仏
辺
か
ら
み
て
念
仏
の
勝
行
性
と
易
行
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

五
七
日
で
は
機
辺
か
ら
み
て
念
仏
は
す
で
に
定
め
置
か
れ
て
い
る
往

生
行
で
あ
る
か
ら
自
力
で
は
な
く
他
力
に
任
せ
て
往
生
す
べ
き
こ
と

が
説
か
れ
る
。
こ
の
両
者
は
後
に
統
合
さ
れ
て
『
選
択
集
』
に
「
聖

意
測
り
難
し
」
と
し
な
が
ら
説
か
れ
る
勝
劣
義
・
難
易
義
に
つ
な
が

る
も
の
と
み
て
と
れ
る（

（0
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一
向
と
い
う
概
念
を
徹
底

し
た
五
・
六
七
日
の
説
示
が
結
果
的
に
法
然
浄
土
教
を
深
化
さ
せ
、

念
仏
諸
行
の
三
相
対
や
廃
助
傍
の
三
義
な
ど
『
選
択
集
』
に
説
か
れ

る
重
要
概
念
が
芽
生
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
小
結　
―
概
要
・
補
足
・
実
践
と
し
て
構
成
さ
れ
た
理
由

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
逆
修
説
法
』
の
経
功
徳
讃
嘆
は

概
要
・
補
足
・
実
践
の
三
段
階
で
示
す
こ
と
が
で
き
、
四
七
日
ま
で

で
念
仏
往
生
の
根
本
と
な
る
本
願
を
中
心
と
し
て
、「
浄
土
三
部
経
」

に
説
か
れ
る
諸
文
に
よ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
こ
と
で
念
仏
論
を
構
築

し
、
五
・
六
七
日
で
そ
れ
を
受
け
て
衆
生
の
視
点
に
立
っ
た
念
仏
実

践
を
説
く
と
い
う
説
示
構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
る（

（（
（

。

　

ま
た
、『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
一
貫
し
て
法
然
が
強
調
し
た
か

っ
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
」
と
、「
一
向
」
と
い
う
念
仏
行

者
の
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
五
・
六
七
日
に
お
い
て
念

仏
実
践
を
説
く
な
か
で
「
一
向
」
を
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
で
、
結

果
的
に
諸
行
を
廃
し
て
念
仏
一
行
に
帰
す
こ
と
を
正
義
と
す
る
思
想

的
展
開
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
展
開
は
後
に
『
選
択
集
』
で
説
か
れ
る

念
仏
諸
行
相
対
へ
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
仏
辺
の
理
論
へ
と
昇
華

さ
れ
て
選
択
思
想
と
な
っ
て
い
く
が
、
そ
の
重
要
な
き
っ
か
け
と
な

る
の
が
『
逆
修
説
法
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
法
然
は
な
ぜ
『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
概
要
・
補
足
・
実

践
と
い
う
説
示
構
成
を
採
用
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
逆

修
説
法
』
が
説
か
れ
た
説
法
と
い
う
場
面
性
に
着
目
し
た
い
。
こ
の

「
逆
修
法
会
」
に
お
い
て
法
然
が
導
師
を
勤
め
、
説
法
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
当
然
前
も
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る

が
、
時
間
的
制
約
の
な
か
で
い
つ
説
法
が
中
断
し
て
し
ま
う
と
も
限

ら
な
い（

（（
（

。『
選
択
集
』
の
よ
う
な
後
か
ら
修
正
可
能
な
撰
述
書
と
は

異
な
り
、『
逆
修
説
法
』
は
様
々
な
緊
急
事
態
発
生
の
可
能
性
を
孕

み
な
が
ら
、
か
つ
不
可
逆
的
に
進
行
し
て
い
く
逆
修
法
会
に
お
け
る

説
法
の
記
録
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
、

法
然
は
一
番
述
べ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
本
願
と
一
向
と
い
う
仏
と
衆

生
の
構
図
、
そ
し
て
自
身
の
念
仏
論
を
支
え
る
経
証
・
要
文
に
つ
い

て
は
な
る
べ
く
早
い
段
階
で
提
示
し
て
お
き
た
い
と
考
え
、
二
七
日

ま
で
に
概
要
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
四
七
日
ま
で
に
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補
足
説
明
を
終
え
、
結
果
的
に
五
・
六
七
日
は
満
を
持
し
て
念
仏
実

践
に
つ
い
て
詳
し
く
説
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
然
浄

土
教
の
深
化
と
も
い
え
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
思
想
的
展
開
が
生
ま

れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
法
然
が
逆
修
法
会
と
い
う
場
面
性
に
即
し
た
「
浄
土

三
部
経
」
解
釈
と
念
仏
論
の
提
示
を
行
っ
た
結
果
、
概
要
・
補
足
・

実
践
と
い
う
三
重
の
説
示
構
成
と
な
っ
た
も
の
が
『
逆
修
説
法
』
の

経
功
徳
讃
嘆
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
。

　
1　
『
昭
法
全
』
二
三
六
頁
―
二
三
七
頁
。

2　
『
昭
法
全
』
二
三
七
頁
。

3　

安
達
俊
英
氏
が
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の
展
開
」

（『
浄
土
宗
学
研
究
』
一
七
、
一
九
九
一
年
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

法
然
の
助
業
観
は
『
選
択
集
』
に
至
る
ま
で
変
化
し
て
き
て
お
り
、「
廃
助

傍
の
三
義
」
の
概
念
も
『
選
択
集
』
に
お
い
て
初
め
て
成
立
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

4　
『
昭
法
全
』
二
三
七
頁
。

5　
『
昭
法
全
』
二
四
三
頁
―
二
四
二
頁
。

6　
『
昭
法
全
』
二
四
四
頁
。
藤
堂
恭
俊
氏
『
法
然
上
人
研
究
』
一
（
山
喜
房

佛
書
林
、
一
九
八
三
年
）
所
収
「
法
然
の
偏
依
善
導
と
八
種
選
択
義
」、
南

宏
信
氏
「
法
然
「
八
種
選
択
義
」
の
淵
源
―
『
往
生
要
集
』
か
ら
『
選
択

集
』
へ
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
四
一
、
二
〇
一
五
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た

い
。

7　
『
昭
法
全
』
二
五
三
頁
―
二
五
四
頁
。

8　
『
昭
法
全
』
二
五
四
頁
。

9　
『
昭
法
全
』
二
五
四
頁
。

10　
『
昭
法
全
』
二
五
八
頁
。

11　

拙
論
「『
逆
修
説
法
』
の
研
究
」（
平
成
二
十
八
年
度
大
正
大
学
大
学
院
学

位
請
求
論
文
）
に
お
い
て
、
二
七
日
と
四
七
日
の
三
福
解
釈
に
つ
い
て
比
較

検
討
を
施
し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

12　

四
七
日
の
三
福
解
釈
の
最
後
に
「
宗
㆓ト
セ
ン
浄
土
㆒ヲ
、
人
モ
、
一
切
経
ハ
猶

可
㆓
大
切
㆒ナ
ル
事
也
。
然
ル
故
ハ
、
此
ノ
観
経
ノ
三
福
業
ノ
中
ニ
、
所
㆑ノ
説
ク
諸
行
ノ
々

相
ヲ
、
余
ノ
諸
経
ニ
不
㆑ト
ハ
顕
サ
者
、
何
カ
知
ン
矣
。（
中
略
）
然
者
浄
土
宗
ノ
中
ニ
、

大
小
乗
ノ
諸
経
、
皆
悉
可
㆑
在
也
。
何
ニ
况
解
説
ノ
師
ハ
、
最
可
㆔
兼
㆓
学
ス
諸

宗
ヲ㆒
也
」（『
昭
法
全
』
二
六
一
頁
）
と
あ
り
、
三
福
に
説
か
れ
る
諸
行
に
つ

い
て
は
一
切
経
を
参
照
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
宗

の
人
で
も
一
切
経
は
大
切
に
し
、
諸
宗
を
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

13　
『
昭
法
全
』
二
六
六
頁
。

14　

同
右
。

15　
『
昭
法
全
』
二
六
七
頁
。

16　
『
昭
法
全
』
二
六
七
頁
―
二
六
八
頁
。

17　

林
田
康
順
氏
「
法
然
上
人
に
お
け
る
勝
劣
・
大
小
・
多
少
相
対
三
義
の
成

立
に
つ
い
て
―
「
念
仏
多
善
根
の
文
」
渡
来
の
意
義
―
」（
宮
林
昭
彦
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
『
仏
教
思
想
の
受
容
と
展
開
』、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

18　
『
昭
法
全
』
二
七
一
頁
―
二
七
二
頁
。

19　
『
昭
法
全
』
二
七
三
頁
。

20　

拙
稿
「『
逆
修
説
法
』
五
七
日
に
お
け
る
『
無
量
寿
経
』
解
釈
に
つ
い
て
」

（『
佛
教
論
叢
』
五
八
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

21　

林
田
康
順
氏
は
「『
選
択
集
』
の
構
造
に
つ
い
て
―
偏
依
善
導
一
師
―
」

（『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』
二
〇
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
『
選
択
集
』
第
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一
・
二
・
八
・
九
章
段
を
機
辺
の
構
造
、
そ
の
他
の
章
段
を
仏
辺
の
構
造
と

み
て
詳
説
す
る
が
、
兼
岩
和
広
氏
が
「『
選
擇
集
』
と
『
逆
修
説
法
』」（『
佛

教
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
八
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
て
廬
山
寺
本
第
一
章
か
ら

第
三
章
と
『
逆
修
説
法
』
を
対
照
し
、『
逆
修
説
法
』
を
『
選
択
集
』
執
筆

の
手
控
え
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
な
か
で
、
林
田
氏
が
機
辺

の
構
造
と
し
た
第
一
・
二
章
段
に
は
『
逆
修
説
法
』
五
・
六
七
日
の
説
示
が
、

仏
辺
の
構
造
と
し
た
第
三
章
段
に
は
三
七
日
の
説
示
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い

る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

22　

四
七
日
の
三
福
解
釈
の
後
に
「
次
ニ
十
三
定
善
、
次
ニ
九
品
散
善
、
今
日
ハ

且
ク
可
㆓
存
略
㆒
候
。
時
尅
モ
推
遷
リ
、
座
席
モ
久
成
リ
候
ハ
者
、
又
後
ニ
可
㆑
申

候
」（『
昭
法
全
』
二
六
一
頁
）
と
あ
り
、
十
三
定
善
と
九
品
に
つ
い
て
は
時

間
が
な
い
の
で
後
日
述
べ
る
と
す
る
一
文
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
六
七

日
で
定
散
二
善
に
つ
い
て
説
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
を
素
直
に
受
け
取

れ
ば
、
三
福
諸
善
の
解
釈
に
思
い
の
他
熱
が
入
り
、
定
散
二
善
の
講
説
時
間

が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

中
有
と
は
、
一
般
に
は
中
陰
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
満

中
陰
の
法
要
な
ど
が
最
も
よ
く
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

中
有
は
仏
教
全
般
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
認

め
る
学
派
と
認
め
な
い
学
派
が
あ
る
。
認
め
る
学
派
と
し
て
最
大
の

も
の
は
説
一
切
有
部
で
あ
る
。
他
、
正
量
部
、
唯
識
学
派
な
ど
が
あ

る
。
認
め
な
い
学
派
と
し
て
は
大
衆
部
、
化
地
部
、
南
方
上
座
部
、

経
部
、
中
観
派
な
ど
、
あ
る
い
は
『
成
実
論
』
と
い
う
論
書
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
説
一
切
有
部
の
説
を
中
心
と
し
て
、『
成

実
論
』
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

１　

種
々
の
名
称

　

ま
ず
、『
婆
沙
論
』
に
挙
げ
ら
れ
る
異
名
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

如
是
中
有
有
多
種
名
。
或
名
中
有
。
或
名
健
達
縛
。
或
名
求
有
。

或
名
意
成
。（大

正
（7. p.363a（-（

（

　

こ
の
よ
う
に
、
４
の
異
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
続
く
部
分
に
お
い
て
、

こ
の
４
つ
各
々
に
つ
い
て
、
そ
の
名
が
つ
い
た
理
由
を
論
じ
て
い
る

（大
正

（7. p.363a（-（7

（。
要
約
す
る
と
以
下
で
あ
る
。

「
中
有
」（

（
は
、
死
有
の
後
、
生
有
の
前
、
す
な

わ
ち
二
有
の
中
間
に
自
体
が
起
こ
る
か
ら
名
付
け
る
。
ま
た
、
前

の
趣
を
離
れ
て
、
後
の
趣
に
到
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
う
呼
ぶ
。

「
健
達
縛
」（

（
は
香
を
食
し
て
存
在
す
る
か
ら
名
付

け
る
。
た
だ
し
、
欲
界
の
中
有
の
み
で
あ
る
。「
求
有
」

（


（
は
六
根
に
お
い
て
生
有
を
求
め
る
か
ら
名
付

け
る
。
中
有
に
あ
っ
て
後
の
有
を
求
め
る
心
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

「
意
成
」（




（
は
意
よ
り
生
じ
る
か
ら
名
付
け
る
。
ま

た
、
意
行
に
乗
ず
る
か
ら
で
も
あ
る
。

中
有
一
考

阿　

部　

真　

也
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『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
は
こ
の
四
に
加
え
て
、「
起
」（

（

を
挙
げ
て
５
の
名
称
を
挙
げ
る
。
玄
奘
訳
を
引
用
す
る
と
次
で
あ
る
。

由
佛
世
尊
以
五
種
名
説
中
有
故
。
何
等
爲
五
。
一
者
意
成
、
從
意

生
故
。
非
精
血
等
所
有
外
縁
合
所
成
故
。
二
者
求
生
、
常
喜
尋
察

當
生
處
故
。
三
者
食
香
、
身
資
香
食
往
生
處
故
。
四
者
中
有
、
二

趣
中
間
所
有
蘊
故
。
五
者
名
起
、
對
向
當
生
暫
時
起
故
。
如
契
經

説
。
有
壞
自
體
起
、
有
壞
世
間
生
。
起
謂
中
有
。（大
正

（9. 
p.55b4-8

（

そ
の
内
容
は
、『
婆
沙
論
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。「
起
」
が
加
わ
っ

た
の
み
で
あ
る
。「
起
」
は
未
来
の
生
に
対
向
し
て
暫
時
起
こ
る
か

ら
名
付
け
る
、
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
複
数
の
名
称
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
概
念

と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

２　

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ

　

こ
れ
ら
の
異
名
の
う
ち
、
重
要
な
の
は
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
で
あ
る
。

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
古
来
イ
ン
ド
に
お
い
て
音
楽
を
司
る
神
で
あ
り
、

香
を
食
す
と
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
受
胎
の
三
条
件
の
一
つ
に
な

っ
て
い
る
。
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
受
胎
の
条
件
と
し
て

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
初
期
の
有
部
論
書
で
あ

る
『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
も
こ
の
三
条
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
次
の
記
述
も
あ
る
。

謂
健
達
縛
最
後
心
意
識
、
増
長
堅
住
、
未
斷
未
遍
知
、
未
滅
未
變

吐
。（大

正
（6.507c5

（

　

た
だ
し
、『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
「
中
有
」
は
五
趣
と
並
べ
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（p.498c

等
（
が
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
と
関
連
づ
け
ら

れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
引
く
の
は
、

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
「
識
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

（
（

。

　

も
と
も
と
、
中
有
と
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
は
、
両
者
は
関
連
づ

け
ら
れ
て
は
い
な
い
。『
婆
沙
論
』
に
お
い
て
は
、
中
有
存
在
の
経

証
と
し
て
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

入
母
胎
者
、
要
由
三
事
倶
現
在
前
。
一
者
母
身
是
時
調
適
。
二
者

父
母
交
愛
和
合
、
三
健
達
縛
正
現
在
前
。
除
中
有
身
、
何
健
達
縛
、

前
蘊
已
壞
、
何
現
在
前
。
故
健
達
縛
即
是
中
有
。（大

正
（7 

p.356c（8-p.357a（)
受
胎
の
三
条
件
を
説
い
た
後
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
を
中
有
で
あ
る
と
し

て
い
る
。『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

中
有
と
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
『
婆
沙
論
』
に
お
い
て
は
密
接
に
関
係
し

て
い
る
。
中
有
と
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
『
法
蘊
論
』
以
後
、『
婆
沙
論
』
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以
前
に
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
は
死
有

と
生
有
の
間
に
あ
る
、
流
れ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
中
有
が
こ
の

結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
輪
廻
の
主
体
と
い
う
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

3
（

。

３　

中
般
涅
槃

　

も
う
一
つ
、
中
有
の
異
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
中

有
と
関
係
の
深
い
も
の
と
し
て
「
中
般
涅
槃
」
が
あ
る
。
ま
ず
、
初

期
の
有
部
論
書
で
あ
る
『
集
異
門
論
』
の
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
に

す
る
。

云
何
中
般
涅
槃
補
特
伽
羅
。
答
、
諸
有
補
特
伽
羅
、
即
於
現
法
、

已
斷
五
順
下
分
結
、
未
斷
五
順
上
分
結
、
造
作
増
長
、
起
異
熟
業
、

及
生
異
熟
業
、
身
壞
命
終
、
彼
色
界
天
中
有
起
已
、
便
得
如
是
無

漏
道
力
、
進
斷
餘
結
而
般
涅
槃
。
是
名
中
般
涅
槃
補
特
伽
羅
。
問
、

何
故
名
中
般
涅
槃
補
特
伽
羅
。
答
、
由
此
補
特
伽
羅
、
根
極
猛
利
、

結
極
微
薄
、
已
超
欲
界
、
未
至
色
界
、
於
其
中
間
、
便
得
如
是
無

漏
道
力
、
進
斷
餘
結
而
般
涅
槃
故
、
名
中
般
涅
槃
補
特
伽
羅
。

（大
正

（6.p.4（6a （-（（

（

中
般
涅
槃
プ
ド
ガ
ラ
と
は
な
ん
で
あ
る
か
。
諸
々
の
プ
ド
ガ
ラ
が

欲
界
の
五
の
煩
悩
は
断
じ
た
が
、
色
無
色
界
の
五
の
煩
悩
は
断
じ

て
い
な
い
、
・
・
・
命
終
わ
っ
て
、
色
界
の
中
有
を
起
こ
し
終
わ

っ
て
、
無
漏
の
道
力
を
得
て
、
煩
悩
を
断
じ
て
般
涅
槃
す
る
。
こ

れ
を
中
般
涅
槃
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
。
・
・
・
欲
界
と
色
界
の
中
間

に
お
い
て
・
・
・
般
涅
槃
す
る
か
ら
中
般
涅
槃
プ
ド
ガ
ラ
と
名
付

け
る
。

こ
れ
は
五
不
還
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
中
の
一
部
で
あ
る
。「
色
界

に
生
じ
る
た
め
の
中
有
を
起
こ
し
終
わ
っ
た
も
の
」
と
い
う
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
中
般
涅
槃
と
中
有
は
明
確
に
結
び

つ
い
て
は
無
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、『
婆
沙
論
』
に
な
る
と
、
両
者
の
関
係
は
密
接
に
な
る
。

欲
界
を
出
て
色
界
に
た
ど
り
着
く
前
に
入
滅
す
る
者
に
つ
い
て
は
中

有
な
く
し
て
ど
の
よ
う
に
般
涅
槃
す
る
の
か
、
と
す
る
。
つ
ま
り
、

中
般
涅
槃
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
中
有
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
中
有
が
有
る
か
ら
中
般
涅
槃
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（大
正

（7 p.357b（（-c（9

（。

４　

中
有
の
諸
状
況

　

次
に
、
中
有
に
つ
い
て
の
様
々
な
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
婆

沙
論
』
に
最
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
長
く
な
る
の
で
、
引
用
で
は
な
く
要
点
を
ま
と
め
て
、
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一
部
を
挙
げ
る
（大

正
（7p.360c（5-364c4

（。

　

・
中
有
で
あ
る
期
間

　

①
少
な
い
時
で
生
有
に
行
く
と
す
る
。
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
、
速

や
か
に
生
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
②
設
摩
達
多
の
説
：

最
も
長
く
て
七
七
日
つ
ま
り
四
十
九
日
で
生
を
得
る
。
③
世
友
の

説
：
最
も
長
く
て
も
七
日
で
あ
る
。
も
し
、
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
数

回
死
し
、
数
回
生
ま
れ
断
壊
す
る
こ
と
は
な
い
。
④
大
徳
の
説
：

決
ま
っ
て
は
い
な
い
。

　

・
中
有
の
形
量

　

欲
界
は
、
五
，
六
才
の
子
供
位
。
色
界
は
本
有
の
時
と
同
等
。
菩

薩
は
本
有
の
成
年
時
位
で
、
三
十
二
相
、
八
十
随
好
を
具
え
、
身
は

金
色
で
あ
る
。

　

・
中
有
の
諸
根

　

六
根
は
具
え
て
い
る
が
、
男
女
根
に
つ
い
て
は
、
色
界
で
は
無
く
、

欲
界
で
は
不
定
で
あ
る
。

　

・
中
有
の
形
状

　

こ
れ
か
ら
生
ず
る
趣
の
本
有
と
同
じ
形
状
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
諸
趣
の
中
有
の
行
相
、
中
有
時
の
衣
、
中
有
時
の
食
、

中
有
の
相
碍
、
中
有
の
速
さ
、
等
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
有
の
様
々
な
状
況
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ

の
部
分
に
お
い
て
は
、
有
無
に
つ
い
て
の
記
述
の
部
分
に
比
べ
て
、

他
派
と
の
対
論
は
極
め
て
少
な
い
。
二
，
三
の
説
を
挙
げ
て
、
ど
の

説
が
正
し
い
と
結
論
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
見
る

と
、
中
有
は
主
体
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
ら
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

５　
『
成
実
論
』
に
お
け
る
中
有

　

こ
こ
ま
で
、
中
有
が
あ
る
と
す
る
説
一
切
有
部
の
論
書
を
見
て
き

た
が
、
つ
ぎ
に
、
中
有
は
無
い
、
と
主
張
す
る
論
書
で
あ
る
『
成
実

論
』
を
取
り
上
げ
る（

4
（

（p.（56b（（-p.（57a（4

（ 

。

　

先
に
中
有
は
有
る
と
す
る
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
「
有
中
陰
品
」

　

ま
ず
『
阿
輸
羅
耶
那
經
』（
あ
ゆ
ら
な
き
ょ
う
（
を
引
い
て
三
事

和
合
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
有
部
論
書
で
も
経
証
で
経
典
を
引
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
『
和
蹉
經
』
を
引
い
て
、
中
間
に
あ
る
も
の

を
中
有
と
い
う
、
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
七
善
人
の
中
に
は
中

有
に
し
て
滅
す
る
者
あ
り
。」
の
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
中
般
涅
槃
者

を
指
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
経
証
に
よ
っ
て
中
有
は
あ
る
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
部
分
で
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
世
人
亦
信
有
中
陰
言
、
若
人
死
時
有
微
四
大
從
此
陰
去
。
又
、
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若
有
中
陰
則
有
後
世
。
若
無
中
陰
者
、
捨
此
身
已
未
受
後
身
中
間

應
斷
。
以
是
故
知
、
有
中
陰
。（大

正
3（.p.（56b（7-（9

（

世
の
人
々
は
中
有
が
有
る
と
信
じ
て
言
う
。
人
が
死
す
る
時
は
、

微
細
な
四
大
が
あ
っ
て
こ
の
世
を
去
る
。
も
し
、
中
有
が
有
っ
た

ら
次
の
世
が
有
る
。
無
か
っ
た
ら
、
今
の
身
を
捨
て
て
次
の
身
を

受
け
て
い
な
い
中
間
は
断
絶
し
て
し
ま
う
。
故
に
中
有
は
有
る
。

非
常
に
簡
潔
に
中
有
が
有
る
と
い
う
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
続

い
て
、
中
有
は
無
い
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

　
　
「
無
中
陰
品
」

　

最
初
に
『
阿
輸
羅
耶
那
經
』
の
経
証
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。

汝
雖
言
阿
輸
羅
耶
那
經
中
説
有
中
陰
、
是
事
不
然
。
所
以
者
何
。

若
是
聖
人
、
不
知
此
爲
是
誰
從
何
處
來
、
則
無
中
陰
。

（p.（56c4

（

阿
輸
羅
耶
那
経
の
中
に
「
中
有
が
あ
る
」
と
あ
っ
て
も
、
そ
の
通

り
で
は
な
い
。
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
来
て
、
何
を
な

す
か
は
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
中
有
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
『
和
蹉
經
』
の
経
証
に
つ
い
て
は
、
こ
の
経
中
で
釈
尊
と
問
答
を

す
る
和
蹉
梵
志
が
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
不
適
当
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

先
ほ
ど
の
有
中
有
論
者
の
引
用
文
に
つ
い
て
も
批
判
す
る
。

又
汝
、
言
死
時
有
微
四
大
去
者
、
世
人
所
見
不
可
信
也
。
此
非
用

因
。
又
汝
、
言
若
無
中
陰
中
間
應
斷
、
以
業
力
故
、
此
人
生
此
、

彼
人
生
彼
、
如
過
去
未
來
雖
不
相
續
而
能
憶
念
。
是
故
無
有
中
陰
。

（p.（56c（0-（4

（

人
が
死
す
る
時
は
、
微
細
な
四
大
が
あ
っ
て
こ
の
世
を
去
る
、
と

い
う
の
は
、
世
の
人
々
の
考
え
で
あ
っ
て
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
、
中
有
が
無
か
っ
た
ら
中
間
が
断
絶
し
て
し
ま
う
と
い
う
が
、

業
力
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
、
か
の
人
は
彼
の
地
に
、
こ
こ
の
人
は

こ
こ
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
過
去
と
未
来
は
相
続
し
な
く
て
も

よ
く
臆
念
す
る
よ
う
に
で
あ
る
。
故
に
、
中
有
は
無
い
。

　

業
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
中
有
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
こ
ま

で
は
、
前
段
の
有
中
論
の
論
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

箇
所
以
降
は
、
無
中
有
論
の
説
と
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
部
分
に

両
者
の
問
答
が
あ
る
。

答
曰
。
我
以
生
有
差
別
説
名
中
陰
。
是
故
無
如
上
過
。
是
人
雖
中

陰
生
亦
與
生
有
異
。
能
令
識
到
迦
羅
羅
中
。
是
名
中
陰
。
難
曰
。

以
業
力
能
至
。
何
用
分
別
説
中
陰
耶
。
又
心
無
所
至
。
以
業
因
縁

故
從
此
間
滅
於
彼
處
生
。
又
現
見
心
不
相
續
生
。
如
人
刺
足
頭
中

覺
痛
。
此
足
中
識
無
有
因
縁
至
於
頭
中
。
以
近
遠
衆
縁
和
合
生
心
。

是
故
不
應
分
別
計
有
中
陰
（p.（57a7-（4

（
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前
の
部
分
に
お
い
て
、「
業
に
よ
っ
て
生
じ
れ
ば
中
有
で
は
無
く

生
有
で
あ
る
。
業
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の

か
。」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
か
ら
始
ま

る
引
用
で
あ
る
。

　

結
論
と
し
て
は
、「
こ
こ
で
滅
し
て
か
ら
彼
の
処
で
生
じ
る
の
は

業
の
因
縁
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
中
有
が
有
る
わ
け
で

は
無
い
。」
と
し
て
締
め
く
く
る
。

６　

結
論

　

以
上
、
有
部
の
論
書
を
中
心
と
し
て
中
有
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

初
期
に
お
い
て
は
、
死
有
と
生
有
の
間
を
つ
な
ぐ
流
れ
、
あ
る
い
は

場
所
に
近
い
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
有
部
教
理

の
発
展
に
伴
い
、
輪
廻
思
想
と
密
接
に
関
係
し
つ
つ
、
幾
つ
か
の
概

念
と
関
連
し
て
主
体
的
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

関
連
す
る
概
念
の
中
で
も
、
特
に
重
要
な
も
の
が
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
で

あ
り
、
ま
た
中
般
涅
槃
で
あ
る
。

　

一
方
、
中
有
は
無
い
、
と
す
る
論
書
で
あ
る
『
成
実
論
』
を
見
る

と
、
業
の
因
縁
に
よ
っ
て
死
滅
し
、
ま
た
、
生
じ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
論
拠
は
『
婆
沙
論
』
等
に
比
べ
る
と
弱
い
と
い
う
印

象
で
あ
る
。

1　

神
田
一
世1997

「
中
有
の
考
察
―
輪
廻
主
体
の
観
点
か
ら
─
」（『
仏
教

史
学
研
究
』40-1

）
参
照
。

2　

池
田
練
太
郎1991

「
中
有
の
機
能
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』39-2

：129-
133

）
参
照
。

3　

伊
藤
正
見2002

「
命
根
と
中
有
―
輪
廻
転
生
の
主
体
と
し
て
─
」（『
東

海
仏
教
』
47
：16-31

）
参
照
。

4　
『
成
実
論
』
に
お
い
て
は
、「
中
有
」
で
は
な
く
「
中
陰
」
の
語
を
使
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
中
有
」
で
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
引

用
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
無
い
。
川
村
昭
光1981

「
中
有
の
研
究　

そ
の
１
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
13
：203-216

）
参
照
。
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増
上
寺
学
寮
寂
静
室
に
つ
い
て

石　

川　

達　

也

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
に
お
け
る
僧
侶
養
成
は
関
東
十
八
檀
林
で
行
わ
れ
て
い

た
。
所
化
（
修
行
僧
）
の
生
活
や
学
問
の
拠
点
は
そ
の
学
寮
で
あ
る
。

檀
林
で
の
修
学
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
学
寮

そ
の
も
の
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い（

（
（

。
学
寮
の
多
く
が
明
治
時
代
に

解
体
し
、
学
寮
の
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

　

大
正
大
学
図
書
館
の
明
福
寺
旧
蔵
本
に
は
、
檀
林
の
学
寮
「
寂
静

室
」
で
使
用
さ
れ
て
い
た
書
籍
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
学
寮
の
蔵
書
が
ま
と
ま
っ
て
現
存
し
て
い
る
の
は
た
い
へ
ん
珍

し
い
こ
と
で
、
当
時
の
所
化
が
ど
の
よ
う
な
本
で
修
学
し
て
い
た
の

か
を
知
る
貴
重
な
資
料
群
と
い
え
る
。
こ
の
た
び
文
京
区
光
源
寺
と

江
戸
川
区
明
福
寺
の
資
料
な
ど
か
ら
増
上
寺
学
寮
寂
静
室
と
そ
の
蔵

書
の
伝
来
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
報
告
し
た
い
。

明
福
寺
旧
蔵
本
に
つ
い
て

　

ま
ず
こ
れ
ま
で
分
か
っ
て
い
た
明
福
寺
旧
蔵
本
に
つ
い
て
整
理
し

た
い
。
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
に
作
成
さ
れ
た
『
明
福
寺
旧
蔵

本
仮
目
録
』
の
戸
松
啓
真
氏
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
序
文
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。
明
福
寺
本
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
浄
土
学

研
究
室
教
授
の
今
岡
達
音
の
配
慮
に
よ
り
、
明
福
寺
か
ら
浄
土
学
研

究
室
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
、
服
部
英
淳
が
中
心
と
な
っ
て
分
類
整

理
さ
れ
た
。
こ
の
蔵
書
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
明
福
寺
に
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
不
明
で
あ
っ
た
の
で
、「
明
福
寺
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

明
福
寺
本
は
八
八
五
部
、
三
三
二
三
冊
あ
り
、
そ
の
最
初
の
ペ
ー
ジ

に
「
寂
静
室
図
書
記
」
の
朱
印
が
あ
る
本
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

檀
林
学
寮
の
一
つ
で
あ
る
「
寂
静
室
」
に
あ
っ
た
書
物
が
、
い
つ
の

時
代
か
明
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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ま
た
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
六
月
一
五
日
付
の
『
浄
土
教
報
』

に
「
宗
門
教
学
界
の
一
大
美
挙
―
宗
大
図
書
館
に
―
北
川
智
成
氏
の

図
書
寄
贈
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
福
寺
の
住

職
北
川
智
成
は
昭
和
三
年
五
月
に
近
隣
の
今
岡
達
音
を
介
し
て
宗
教

大
学
附
属
図
書
館
に
書
籍
を
寄
附
し
、
図
書
館
は
こ
れ
を
分
類
し
浄

土
学
研
究
室
の
備
え
付
け
の
書
籍
に
し
た
。
寄
贈
数
は
九
二
二
部
三

六
四
五
冊
で
あ
り
、
浄
土
宗
管
長
山
下
現
有
と
宗
教
大
学
図
書
館
長

望
月
信
亨
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た
と
あ
る
。

　
『
浄
土
教
報
』
と
『
明
福
寺
旧
蔵
本
仮
目
録
』
で
の
寄
贈
図
書
数

を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
方
が
三
七
部
三
二
二
冊
少
な
い
の
は
、
六

〇
年
の
間
に
何
ら
か
の
理
由
で
散
佚
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

光
源
寺
の
資
料

　

文
京
区
光
源
寺
に
は
寂
静
室
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、『
寂
静
室

本
尊
縁
起
及
重
宝
由
来
』
や
「
寂
静
室
歴
代
」
を
は
じ
め
、
幡
随
意

の
名
号
、
寂
静
室
ゆ
か
り
の
供
養
塔
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
『
寂
静
室
本
尊
縁
起
及
重
宝
由
来
』
は
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）

に
浅
草
寿
松
院
住
職
の
木
村
良
祐
が
著
し
た
も
の
で
、
本
書
を
執
筆

し
た
理
由
と
し
て
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
増
上
寺
三
八
世
演
誉

白
随
の
著
し
た
「
本
尊
仏
縁
起
」
が
寿
松
院
に
伝
来
し
て
い
た
が
、

大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し

た
た
め
、
良
祐
の
記
憶
と
先
師
の
伝
聞
を
ま
と
め
、
寂
静
室
に
伝
来

し
た
什
宝
と
寂
静
室
変
遷
の
顚
末
を
記
し
た
と
あ
る
。
寂
静
室
の
本

尊
と
は
『
三
縁
山
志
（
（
（

』
に
も
紹
介
さ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
像
で
概
要
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
徳
川
家
康
か
ら
家
康
の
三
女
で
蒲
生
秀
行
と

浅
野
長
晟
に
嫁
い
だ
振
姫
、
そ
し
て
振
姫
の
生
母
良
雲
院
へ
と
相
伝

し
た
仏
像
を
、
浅
草
西
福
寺
住
職
の
意
天
が
譲
り
受
け
た
。
そ
の
後

は
萬
量
・
白
随
・
智
瑛
と
そ
の
法
孫
が
相
続
し
、
さ
ら
に
智
堂
・
戒

堂
・
智
厳
・
貞
瑞
・
貞
隆
と
相
伝
し
、
法
孫
に
檀
林
住
職
が
出
な
い

時
は
寂
静
室
寮
主
が
仏
像
を
護
持
し
、
貞
定
・
察
厳
・
隆
宝
・
貞
禅

と
相
続
し
て
き
た
。
明
治
初
年
に
寂
静
室
が
廃
さ
れ
る
と
、
寮
の
仏

具
・
書
籍
は
法
類
の
察
厳
と
隆
宝
に
分
け
ら
れ
、
貞
禅
が
牌
所
供
養

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
故
あ
っ
て
、
寮
の
仏
像
・
位
牌
・

書
籍
は
明
福
寺
の
佐
藤
弁
空
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
り
、
意
天
伝
持

仏
・
法
祖
伝
来
の
什
宝
は
察
厳
が
光
源
寺
で
隠
栖
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
光
源
寺
に
保
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
「
寂
静
室
歴
代
」
で
は
、
幡
随
意
を
法
祖
と
位
置
づ
け
、
意

天
・
萬
量
・
白
随
・
智
瑛
・
忍
達
・
智
堂
・
戒
堂
・
智
厳
・
忍
瑞
・

貞
瑞
・
貞
隆
・
貞
定
・
察
厳
・
隆
宝
・
良
雄
・
良
祐
と
次
第
し
て
い

る
。
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寂
静
室
ゆ
か
り
の
供
養
塔
と
し
て
、「
寂
静
室
諸
上
人
塔
」
と
刻

ま
れ
た
供
養
塔
が
あ
り
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
芝
安
蓮
社

よ
り
分
骨
し
た
こ
と
が
銘
文
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
寂
静
室
関

係
の
石
塔
が
四
基
あ
り
、
安
蓮
社
か
ら
遷
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

明
福
寺
の
資
料

　

明
福
寺
に
は
寂
静
室
ゆ
か
り
の
位
牌
や
大
正
大
学
図
書
館
に
寄
贈

さ
れ
な
か
っ
た
寂
静
室
の
蔵
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
寂
静
室
関
係
と

思
わ
れ
る
位
牌
は
九
基
あ
り
、
そ
の
中
に
は
「
寂
静
室
歴
代
」
に
名

前
の
あ
る
金
戒
光
明
寺
四
八
世
戒
堂
の
位
牌
の
ほ
か
、
裏
面
に
「
山

下
東
西
両
谷
学
寮
再
建
之
御
施
主
」
と
あ
る
増
上
寺
四
六
世
定
月
の

位
牌
や
裏
面
に
「
山
下
東
谷
拾
本
之
内
」
と
あ
る
増
上
寺
開
山
聖
聰

と
中
興
存
応
の
位
牌
が
含
ま
れ
る
。

　

明
福
寺
に
は
寂
静
室
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
た
書
籍
は
二
四
四
部
九

一
四
冊
あ
り
、
一
五
個
の
倹
飩
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
倹
飩
箱
に

は
他
の
学
寮
の
蔵
書
印
の
捺
さ
れ
た
書
籍
や
明
治
以
降
に
購
入
し
た

書
籍
の
ほ
か
、
大
正
時
代
の
教
科
書
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
『
一
枚
起
請
文
鼓
吹
』
の
よ
う
に
巻
一
が
明
福
寺
、
巻
二
か
ら
巻

四
ま
で
が
大
正
大
学
図
書
館
に
分
か
れ
て
所
蔵
さ
れ
る
な
ど
、
ど
う

い
う
基
準
で
寄
贈
図
書
が
選
定
さ
れ
た
の
か
不
明
な
点
が
あ
る
。

　

寂
静
室
の
書
籍
に
は
表
紙
に
朱
で
漢
数
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
当

時
の
分
類
番
号
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
倹
飩
箱
の
蓋
に
も
漢
数
字
が

書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
学
寮
で
は
表
紙
と
倹
飩
箱
の
漢
数
字

が
対
応
し
て
書
籍
が
収
納
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

寂
静
室
の
場
所

　

そ
れ
で
は
寂
静
室
は
増
上
寺
の
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
増

上
寺
の
学
寮
は
大
門
よ
り
北
側
の
北
谷
、
南
側
の
南
谷
、
妙
定
院
周

辺
の
山
下
谷
の
三
谷
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
北
谷
は
神
明
谷
・
三
島

谷
・
三
島
中
谷
、
南
谷
は
袋
谷
・
南
中
谷
・
天
神
谷
・
新
谷
、
山
下

谷
は
山
下
（
東
）
谷
と
山
下
西
谷
の
九
谷
に
細
分
化
さ
れ
る
。
ま
た

明
福
寺
の
聖
聰
・
存
応
の
位
牌
に
「
山
下
東
谷
拾
本
之
内
」
と
あ
る

よ
う
に
、
山
下
谷
の
う
ち
東
側
の
一
〇
軒
を
山
下
東
谷
と
も
称
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。『
三
縁
山
志
（
3
（

』
に
よ
れ
ば
学
寮
は
、
承
応
年
間

（
一
六
五
二
―
一
六
五
五
）
に
は
一
二
〇
軒
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
次
第

に
減
少
し
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
―
一
八
〇
一
）
に
は
八
六
軒
、
文

化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
八
）
は
八
二
軒
に
な
っ
た
と
い
う
。

ま
た
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
作
成
の
三
谷
図
（
4
（

で
は
八
〇
軒
（
内
訳

は
北
谷
一
八
軒
、
南
谷
四
四
軒
、
山
下
谷
一
八
軒
で
、
学
頭
寮
・
幹

事
寮
は
除
い
た
）
の
学
寮
が
あ
り
、
寮
主
の
名
前
も
確
認
で
き
る
。
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こ
れ
以
降
に
寮
主
の
名
前
を
確
認
で
き
る
資
料
と
し
て
、
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
に
作
成
さ
れ
た
『
諸
宗
作
事
図
帳
（
5
（

』
所
収
の
「
増
上

寺
本
坊
并
学
寮
塔
頭
作
事
絵
図
面
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
八
〇

軒
（
内
訳
は
北
谷
一
九
軒
、
南
谷
四
三
軒
、
山
下
谷
一
八
軒
で
、
学

頭
寮
・
幹
事
寮
は
除
い
た
）
の
学
寮
と
寮
主
が
確
認
で
き
る
。
そ
の

中
で
『
寂
静
室
本
尊
縁
起
及
重
宝
由
来
』
に
あ
っ
た
貞
禅
の
学
寮
は

山
下
谷
に
確
認
で
き
る
。
そ
の
場
所
は
文
政
二
年
三
谷
図
で
は
貞
歓

寮
と
な
っ
て
い
る
。
貞
歓
は
「
寂
静
室
歴
代
」
に
名
前
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
光
源
寺
の
供
養
塔
と
明
福
寺
の
位
牌
に
名
前
が
見
ら
れ

る
の
で
寂
静
室
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

で
は
こ
の
学
寮
が
い
つ
ま
で
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
作
成
さ
れ
た
『
浄
土
宗
本
末
一
派
寺
院
明

細
帳
（
6
（

』
の
松
蓮
社
の
書
上
に
は
、
貞
禅
が
明
治
二
年
五
月
に
松
蓮
社

の
住
職
に
な
っ
た
と
あ
り
、
真
乗
院
の
書
上
で
は
真
乗
院
の
所
在
地

を
「
元
貞
禅
寮
当
時
仮
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
五
年
三
月
に
増
上

寺
の
本
坊
は
開
拓
使
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
坊
が

真
乗
院
の
敷
地
に
移
り
、
真
乗
院
は
当
時
空
寮
だ
っ
た
貞
禅
寮
に
移

転
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
真
乗
院
の
書
上
に
は
貞
禅
の
学
寮
は
宝

暦
年
間
（
一
七
五
一
―
一
七
六
四
）
の
創
建
と
あ
る
。
寂
静
室
に
は

か
つ
て
「
檀
林
学
寮
諸
掟
覚
」
と
い
う
資
料
が
あ
っ
た（

7
（

。
こ
れ
は
山

下
東
谷
の
常
什
物
で
明
和
六
年
（
一
七
七
〇
）
か
ら
弘
化
三
年
（
一

八
四
六
）
ま
で
の
学
寮
に
お
け
る
諸
掟
や
願
書
の
書
式
が
集
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
寂
静
室
の
創
始
は
宝
暦
年
間
か
遅

く
て
も
明
和
六
年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

寂
静
室
歴
代
の
検
討

　

先
述
し
た
と
お
り
光
源
寺
の
資
料
「
寂
静
室
歴
代
」
に
寂
静
室
の

歴
代
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
増
上
寺
入
寺

帳
」
等
を
用
い
て
検
討
し
た
い
。

　

法
祖
と
さ
れ
る
幡
随
意
（
一
五
四
二
―
一
六
一
五
）
は
館
林
善
導

寺
や
知
恩
寺
等
に
住
し
、
新
知
恩
寺
（
幡
随
院
）
や
和
歌
山
万
性
寺

等
を
開
き
、
幡
随
意
流
伝
法
を
創
始
し
た（

8
（

。
光
源
寺
に
は
幡
随
意
流

の
伝
書
が
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
幡
随
意
直
筆
の
伝
書
も
あ
る
。

こ
れ
は
主
に
幡
随
意
か
ら
四
代
目
の
法
孫
で
あ
る
白
随
に
受
け
継
が

れ
た
こ
と
が
奥
書
か
ら
分
か
る
。

　

二
世
意
天
（
―
一
六
四
〇
）
は
幡
随
意
の
弟
子
で
、
浅
草
西
福
寺

の
住
職
を
経
て
霊
巌
寺
二
世
と
な
っ
た
。
寂
静
室
の
本
尊
と
な
っ
た

阿
弥
陀
如
来
像
を
家
康
の
側
室
良
雲
院
か
ら
譲
り
受
け
た
こ
と
は
先

述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

三
世
萬
量
（
―
一
六
七
六
）
は
意
天
の
弟
子
で
、
幡
随
院
・
飯
沼
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弘
経
寺
・
光
明
寺
を
歴
任
し
て
い
る
。
萬
量
は
増
上
寺
所
化
役
者
と

し
て
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら（

9
（

、
増
上
寺
の
寮
主
に
実
際
に
な
っ

た
の
は
萬
量
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

四
世
白
随
（
一
六
五
六
―
一
七
三
〇
）
は
萬
量
の
弟
子
で
、
増
上

寺
三
島
谷
で
の
寮
主
を
へ
て
、
霊
山
寺
・
大
光
院
・
光
明
寺
と
晋
山

し
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
増
上
寺
三
八
世
と
な
っ
た
。

　

五
世
智
瑛
（
―
一
七
七
三
）
は
増
上
寺
白
随
の
寮
で
修
学
し
、
享

保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
か
ら
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
ま
で
寮
主

と
し
て
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
名
前
が
見
ら
れ
る
。
宝
暦
五
年
大
念

寺
住
職
に
な
る
と
、
弘
経
寺
・
伝
通
院
を
経
て
、
明
和
七
年
（
一
七

七
〇
）
増
上
寺
四
八
世
と
な
っ
た
。

　

六
世
忍
達
（
―
一
七
七
三
）
は
享
保
一
七
年
か
ら
宝
暦
四
年
ま
で

寮
主
と
し
て
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
名
前
が
見
ら
れ
る
。
宝
暦
四
年

大
善
寺
住
職
に
な
る
と
、
常
福
寺
を
経
て
、
明
和
三
年
（
一
七
六

六
）
伝
通
院
三
四
世
と
な
っ
た
。
忍
達
は
智
瑛
と
同
時
期
に
寮
主
を

務
め
て
お
り
、
檀
林
へ
の
出
世
は
智
瑛
よ
り
一
年
早
い
た
め
、
智
瑛

の
後
継
者
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

七
世
智
堂
（
一
七
二
六
―
一
八
〇
〇
）
は
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に

よ
る
と
、
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
に
智
瑛
の
学
寮
に
入
り
（
（0
（

、
宝
暦

五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
ま
で
寮
主
と
し

て
名
前
が
見
ら
れ
る
。
寂
静
室
の
創
始
は
年
代
か
ら
し
て
智
堂
の
頃

だ
と
思
わ
れ
る
が
、『
三
縁
山
志
』
に
は
宝
暦
の
末
に
三
島
谷
に
進

徳
亭
と
い
う
学
寮
を
持
っ
た
と
い
う（

（（
（

。
智
堂
は
霊
巌
寺
住
職
と
な
っ

た
後
、
弟
子
の
不
行
跡
に
よ
っ
て
一
時
隠
居
し
て
い
た
が
、
伝
通
院

住
職
に
命
じ
ら
れ
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
は
増
上
寺
五
三
世

と
な
っ
た
。

　

九
世
智
厳
（
一
七
三
九
―
一
八
〇
九
）
は
、
戒
堂
よ
り
明
ら
か
に

先
輩
で
あ
る
の
で
順
番
を
入
れ
替
え
た
。
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）

に
伝
通
院
学
寮
に
入
寺
し
、
後
に
増
上
寺
学
寮
に
移
り
、
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
か
ら
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
ま
で
寮
主
と
し
て

「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
名
前
が
見
ら
れ
る
。
善
導
寺
・
常
福
寺
・
伝

通
院
を
経
て
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
知
恩
院
六
三
世
と
な
っ

た
。

　

八
世
戒
堂
（
一
七
四
八
―
一
八
〇
五
）
は
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七

六
一
）
に
増
上
寺
学
寮
に
入
寺
し
、『
三
縁
山
志
』
に
よ
る
と
進
徳

亭
を
智
堂
よ
り
引
き
継
い
て
い
る（

（（
（

。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か
ら

寛
政
九
年
ま
で
寮
主
と
し
て
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
名
前
が
見
ら
れ

る
。
霊
山
寺
を
経
て
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
金
戒
光
明
寺
四

八
世
と
な
っ
た
。

　

十
世
忍
瑞
（
―
一
八
〇
〇
）
は
、「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
は
寮
主
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と
し
て
確
認
で
き
な
い
。「
寂
静
室
歴
代
」
に
房
州
富
浦
西
方
寺
中

興
で
貞
瑞
の
剃
髪
の
師
と
あ
り
、
貞
瑞
の
師
匠
と
い
う
こ
と
で
寂
静

室
の
歴
代
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

十
一
世
貞
瑞
（
一
七
六
六
―
一
八
三
一
）
は
、「
増
上
寺
入
寺
帳
」

に
よ
る
と
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
か
ら
寮
主
を
勤
め
て
い
る
。
文

化
・
文
政
年
間
の
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
が
欠
本
と
な
っ
て
い
る
が
、

霊
山
寺
に
晋
山
す
る
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ま
で
寮
主
を
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
大
光
院
・
光
明
寺
を
経
て
、
文
政
一
〇
年

（
一
八
二
七
）
に
知
恩
院
六
六
世
と
な
っ
た
。
寂
静
室
の
蔵
書
に
は

貞
瑞
の
所
持
本
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

　
「
寂
静
室
歴
代
」
に
記
載
は
な
い
が
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

当
時
の
寮
主
は
貞
歓
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
二
世
貞
隆
（
―
一
八
三
九
）
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
か

ら
天
保
九
年
ま
で
寮
主
を
し
て
い
た
こ
と
が
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
で

確
認
で
き
、
天
保
九
年
に
大
巌
寺
四
四
世
と
な
っ
た
。

　

一
三
世
貞
定
（
―
一
八
六
二
）
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
か

ら
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
ま
で
寮
主
を
し
て
い
た
こ
と
が
「
増
上

寺
入
寺
帳
」
で
確
認
で
き
、
浅
草
寿
松
院
二
〇
世
と
な
っ
た
。

　

一
四
世
察
厳
（
一
八
一
五
―
一
八
九
一
）
は
『
浄
土
宗
本
末
一
派

寺
院
明
細
帳
』
と
「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
よ
る
と
、
天
保
三
年
（
一

八
三
二
）
に
増
上
寺
に
入
寺
し
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
か
ら
安

政
元
年
（
一
八
五
四
）
ま
で
寮
主
と
し
て
名
前
が
み
ら
れ
、
安
政
元

年
に
深
川
本
誓
寺
二
一
世
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
五
世
隆
宝
（
一
八
二
六
―
一
八
八
九
）
は
、
天
保
七
年
（
一
八

三
六
）
に
貞
隆
の
弟
子
と
し
て
増
上
寺
貞
隆
寮
に
入
寺
し
、
安
政
二

年
（
一
八
五
五
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
寮
主
と
し
て

「
増
上
寺
入
寺
帳
」
に
名
前
が
見
ら
れ
、
文
久
二
年
に
寿
松
院
二
一

世
と
な
っ
た
。

　
「
寂
静
室
歴
代
」
に
記
載
は
な
い
が
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

当
時
の
寮
主
は
貞
禅
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。「
増

上
寺
入
寺
帳
」
に
は
文
久
二
年
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で

寮
主
と
し
て
名
前
が
見
ら
れ
る
。

　

一
六
世
良
雄
は
（
一
八
四
七
―
一
九
一
六
）
は
寿
松
院
二
二
世
、

一
七
世
良
祐
は
寿
松
院
二
三
世
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
寂
静
室
歴
代
」
に
あ
げ
ら
れ
た
歴
代
は
、
同
時
期

に
寮
主
を
務
め
て
い
た
者
や
、
寮
主
と
し
て
確
認
で
き
な
い
者
、

「
寂
静
室
歴
代
」
に
名
前
の
な
い
寮
主
も
い
て
、
増
上
寺
学
寮
寂
静

室
の
寮
主
の
世
代
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

大
正
大
学
図
書
館
蔵
明
福
寺
旧
蔵
本
の
多
数
を
占
め
る
寂
静
室
蔵

書
の
伝
来
は
光
源
寺
と
明
福
寺
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
、

明
福
寺
に
は
現
在
も
寂
静
室
の
蔵
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
寂
静
室
の

場
所
は
山
下
東
谷
で
、
現
在
の
芝
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
付
近
で
あ
る
。

　

寂
静
室
の
創
始
は
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
―
一
七
六
四
）
か
、
遅

く
て
も
明
和
六
年
（
一
七
七
〇
）
で
あ
り
、
終
焉
は
明
治
二
年
に
当

時
の
寮
主
貞
禅
が
松
蓮
社
住
職
に
な
る
こ
と
で
空
寮
と
な
り
、
社
会

情
勢
の
変
化
も
相
ま
っ
て
学
寮
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
。

　

し
か
し
寮
の
什
物
や
書
籍
の
一
部
は
震
災
や
戦
災
を
経
て
も
な
お
、

寂
静
室
の
法
類
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
現
在
に
至
り
、
学
寮
の
実
態
を

知
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
1　

大
島
泰
信
「
浄
土
宗
史
」（
浄
全
二
〇
）、
野
村
恒
道
「
檀
林
増
上
寺
に
お

け
る
学
寮
制
度
の
一
側
面
」（『
教
化
研
究
』
一
二
、
二
〇
〇
一
年
）、
會
谷

佳
光
『
酉
蓮
社
志
稿
』（
酉
蓮
社
、
二
〇
一
二
年
）、『
一
円
相
会
―
一
円
相

会
増
上
寺
第
六
十
五
世
章
誉
智
典
大
僧
正
百
五
十
回
忌
―
』（
一
円
相
会
、

二
〇
一
二
年
）。

2　
『
浄
全
』
一
九
、
二
九
一
頁
。

3　
『
浄
全
』
一
九
、
三
八
二
頁
。

4　
『
浄
全
』
一
九
、
五
四
一
頁
。

5　

国
会
図
書
館
所
蔵
。
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
画
像
が
公

開
さ
れ
て
い
る
。

6　

東
京
都
公
文
書
館
蔵
。

7　

戸
松
啓
真
「
檀
林
学
寮
に
お
け
る
修
学
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀

要
』
五
四
、
一
九
六
八
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、『
明
福
寺
旧
蔵
本
仮

目
録
』
や
明
福
寺
の
蔵
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。

8　

幡
随
意
の
生
涯
は
、
宇
高
良
哲
『
近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
青
史
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

9　
『
浄
全
』
一
九
、
五
三
六
頁
。

10　
『
三
縁
山
志
』（
浄
全
一
九
、
五
二
六
頁
）
に
は
、「
元
文
六
年
正
月
十
一

日
縁
山
に
掛
錫
し
翌
年
智
瑛
上
人
の
室
に
下
向
」
と
あ
る
が
、「
増
上
寺
入

寺
帳
」
の
記
述
を
採
用
し
た
。

11　
『
浄
全
』
一
九
、
四
三
九
頁
。

12　
『
浄
全
』
一
九
、
四
三
九
頁
。

附
記　

資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
光
源
寺
・
明
福
寺
・
大
正
大
学
図
書

館
な
ど
関
係
各
所
の
皆
様
に
、
紙
面
を
借
り
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
寂
静
室
蔵
書
印
「
寂
静
室
図
書
記
」
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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
述
べ
き
れ
な
か
っ
た
事
項
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
宝
暦

年
代
（
一
七
五
一
～
六
四
（
の
情
勢
を
紹
介
す
る
。

　

基
本
的
な
資
料
は
『（

（
（

弘
前
藩
庁
日
記
』（
以
下
、『
國
日
記
』（
で

あ
り
、
本
州
最
北
の
城
下
町
で
あ
る
青
森
県
弘
前
市
の
、
江
戸
時
代

の
行
政
記
録
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
事
情
の
確
認
に
は
必
ず
し
も
好

適
と
は
言
え
ず
、
以
前
か
ら
『
永
禄
日
記
』『
平
山
日
記
』『
津
軽
編

覧
日
記
』『
本
藩
明
實
録
』
等
を
参
照
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

時
期
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
文
献
に
参
考
と
す
べ
き
記
事
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
名
越
派
本
山
の
記
録
で
あ
る
『（

（
（

専
称
寺
入
寺
帳
』
が
か
ろ

う
じ
て
補
足
資
料
と
し
て
利
用
で
き
た
。
ま
た
、
山
形
市
の
旧
僧
禄

常
念
寺
の
『（

3
（

日
鑑
』
に
ほ
ぼ
同
年
代
の
記
録
が
あ
っ
た
の
で
、
参
考

と
し
た
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

二　

法
王
寺
恵
観
と
僧
禄
貞
昌
寺
霊
賢
の
処
罰

　

鰺
ケ
沢
（
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
（
法
王
寺
の
良
善
恵
観
が
追
院
と

な
っ
た
の
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
（
八
月
三
日
で
あ
る
。「
（
4
（

法

中
致
方
不
届
ニ
付
追
院
被
仰
付
候
、
大
所
并
御
道
筋
御
構
被
成
候
」

と
、
罪
状
は
判
然
と
し
な
い
が
量
刑
は
明
快
で
あ
る
。
恵
観
は
こ
の

処
遇
が
不
本
意
で
あ
っ
た
と
み
え
、
そ
の
後
弘
前
城
下
に
出
現
し
た

こ
と
が
目
撃
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
二
年
五
月
一
二
日
、

其（
5
（

方
儀
先
年
不
届
之
儀
ニ
付
弘
前
并
大
所　

御
道
筋
御
構
之
上

追
院
被
仰
付
候
処
、
去
秋
よ
里
度
々
弘
前
致
徘
徊
候
段
、
御
法

式
相
背
不
恐
上
を
致
方
重
々
不
届
ニ
付
、
急
度
可
被
仰
付
候
得

共
沙
門
之
儀
故
、
以
御
憐
愍
俗
縁
森
山
清
兵
衛
同
作
兵
衛
両
人

宝
暦
年
代
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠　

藤　

聡　

明
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江
御
預
被
仰
付
之
、
急
度
相
慎
可
罷
有
候

こ
の
不
始
末
は
専
称
寺
に
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
二（

6
（

週
間
後

の
貞
昌
寺
霊
賢
の
申
し
開
き
は
い
か
に
も
歯
切
れ
が
悪
い
。
恵
観
は

年
来
の
不
行
跡
に
よ
り
追
院
、
後
住
良
受
感
応
が
本
寺
継
目
も
済
ま

せ
て
い
る
が
、
腹
立
ち
紛
れ
に
恵
観
が
名
越
本
山
に
出
現
し
て
何
を

言
っ
て
も
取
り
合
わ
な
い
よ
う
に
と
懇
請
す
る
内
容
で
あ
る
。
翌
年

二
月
に
な
っ
て
も
恵
観
の
行
方
は
依
然
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

四
年
に
な
り
、
恵
観
ど
こ
ろ
か
霊
賢
の
立
場
が
危
う
く
な
る
。
閏

二
月
末
と
六
月
、
霊
賢
の
態
度
を
不
興
と
し
た
名
越
本
山
役
僧
湯
本

惣
善
寺
が
増
上
寺
役
者
に
通
告
、
両
者
協
議
の
上
、

一（
7
（

御
国
元
貞
昌
寺
触
下
鰺
ヶ
沢
法
王
寺
先
住
恵
観
儀
、
不
如
法

之
儀
共
有
之
由
未
定
之
儀
申
立
、
五
ヶ

条
之
科
を
以
追
院
ニ

相

成
候
様
取
計
候
段
、
不
届
之
事

一
右
出
入
一
件
ニ

付
、
三
ヶ

年
以
来
本
寺
よ
り
度
々
呼
状
差
出

候
処
病
気
と
偽
り
不
致
登
山
、
不
届
之
事

と
通
告
さ
れ
、
十
月
六
日
に
、
霊
賢
は
寺
外
隠
居
と
な
る
。

三　
「
後
住
推
薦
状
」
の
一
件

　

こ
の
時
期
の
『
國
日
記
』
に
、
あ
る
規
模
以
上
の
寺
院
の
後
任
住

職
候
補
者
に
つ
き
、
そ
の
推
薦
状
あ
る
い
は
身
上
書
と
言
う
べ
き
記

述
が
添
え
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
。
宝
暦
三
年
四
月
一
〇
日
の
、

（
上
略（

8
（

（
飯
詰
村
大
泉
寺
住
寺
弁
岌
、
素
生
御
国
広
須
村
浄
圓

寺
先
住
快
弁
弟
子
、
世
壽
三
拾
四
歳
法
臈
拾
五
年
、
綸
旨
頂
戴

之
上
人
ニ

御
座
候
、
此
僧
湊
迎
寺
住
職
可
相
勤
器
量
之
僧
ニ

御

座
候
（
下
略
（

以
来
、
時
お
り
見
受
け
ら
れ
た
。
本
来
寺
社
奉
行
に
対
し
て
は
報
告

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
初
め

て
書
面
提
出
が
義
務
化
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。

　

過
去
の
類
例
と
し
て
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
（
七
月
二
一
日
、

（
上
略（

9
（

（
右
善
竜
未
出
世
ニ

御
座
候
得
共
年
数
階
老
共
相
続
仕

候
、
御
国
所
生
ニ
而
貞
昌
寺
三
代
以
前
頓
誉
弟
子
ニ
而
御
座
候
、

と
い
う
文
面
が
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
別
添
え
で
は
な
く
、
主
文
に
続

行
す
る
体
裁
で
あ
る
。
い
わ
ば
書
式
が
異
な
る
の
で
遺
忘
し
て
い
た

が
、
内
容
と
し
て
は
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
新
命
候
補
者
の
履

歴
の
書
付
け
は
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
な
が
ら
、
種
々
の
理
由
で
、

『
國
日
記
』
へ
の
清
書
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四　

御
目
見
寺
院
か
ら
在
末
へ
の
転
住　

　

制
度
史
的
見
地
か
ら
は
、
こ
の
問
題
こ
そ
当
時
の
寺
院
情
勢
に
他

な
ら
な
い
が
、
残
存
記
録
が
単
発
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
経
緯
が
わ
か
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り
づ
ら
い
。
そ
れ
ま
で
に
時
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
き
た
事
項
の
、

解
決
を
試
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

御
目
見
寺
院
と
は
寺
禄
を
受
け
て
い
る
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る

寺
院
で
あ
る
。
僧
禄
の
貞
昌
寺
（
六
〇
石
（、
同
寺
開
山
が
隠
居
し

て
開
創
し
た
誓
願
寺
（
三
〇
石
（、
西
光
寺
（
一
三
石
（、
十
三
の
湊

迎
寺
（
五
所
川
原
市
、
二
〇
石
（、
そ
し
て
五
〇
石
の
寺
禄
を
固
辞

し
た
天
徳
寺
で
あ
る
。
他
の
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
は
無
禄
で
あ
る
。
な

お
、
九
石
の
寺
禄
を
有
す
る
白
狐
寺
は
白
旗
派
僧
に
よ
る
相
承
で
転

住
の
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
項
の
話
題
の
対
象
外
で
あ
る
。

　

さ
て
、
次
の
記
録
は
九
年
九
月
一
二
日
の
も
の
で
あ
る
。

一
（
（0
（

貞
昌
寺
申
立
候
、
四
年
以
前
子
之
年
当
寺
末
寺
広
須
村
浄
圓

寺
無
住
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
同
寺
檀
家
共
挙
而
天
徳
寺
後
住
ニ
願
出

候
間
、
願
書
付
御
順
被　

仰
付
被
下
置
度
之
旨
奉
願
候
処
、
山

野
十
右
衛
門
殿
被
仰
渡
候
者
、
貞
昌
寺
支
配　

御
目
見
地
領
寺

之
分
古
来　

御
目
見
地
領
寺
在
寺
江
移
転
之
儀
申
立
被　

仰
付

候
得
共
、
此
末　

御
目
見
地
領
寺　

御
目
見
斗
に
て
茂
在
寺
江

之
移
転
難
被
仰
付
候
間
、
此
旨
相
心
得
候
様
、
尤
貞
昌
寺
江
茂

申
通
候
様
被
仰
付
候
段
、
子
之
二
月
廿
四
日
右
御
書
付
ニ
而
被

仰
渡
候

四
年
前
に
浄
圓
寺
（
つ
が
る
市
（
が
無
住
に
な
っ
た
際
、
天
徳
寺
を

後
住
に
と
の
願
い
出
が
あ
っ
た
が
、
無
禄
の
在
方
寺
院
へ
の
移
転
は

認
め
ら
れ
ず
、
当
時
そ
の
旨
貞
昌
寺
へ
も
通
知
し
た
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
原
則
は
次
項
で
破
綻
す
る
。
西
光
寺
に
永
年
住
し

た
場
合
、
当
人
の
立
身
出
世
に
支
障
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
同
寺
の
禄
は
在
方
で
荒
廃
し
て
い
た
時
期
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、

百
年
前
の
寺
町
大
火
後
に
貞
昌
寺
門
内
に
配
置
さ
れ
た
状
態
に
、
何

ら
か
の
不
都
合
や
無
理
が
あ
っ
た
と
し
て
も
致
し
方
な
い
。

　

そ
の
た
め
か
第
三
項
で
は
、
特
別
な
事
情
を
抱
え
た
寺
院
の
状
況

を
確
認
し
て
い
る
。
ま
ず
天
徳
寺
、
西
光
寺
、
湊
迎
寺
に
つ
い
て
は
、

「
此
内
ニ

而
移
転
等
仕
候
儀
無
御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
三
か
寺

間
の
移
転
が
不
都
合
と
い
う
よ
り
、
そ
の
限
定
を
課
す
る
な
ら
、
誓

願
寺
ま
た
は
貞
昌
寺
に
空
席
が
で
き
な
い
限
り
転
昇
で
き
な
い
と
い

う
、
前
項
の
論
理
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
両
寺
の
他
に
、
法
王
寺

と
今
別
（
東
津
軽
郡
今
別
町
（
本
覚
寺
は
本
山
専
称
寺
の
末
寺
な
の

で
、「
老
僧
持
ニ

仕
差
置
候
」
と
明
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
浄
満
寺

（
青
森
市
（、
浄
圓
寺
、
青
森
正
覚
寺
は
「
無
禄
寺
ニ
ハ
御
座
候
得
共

在
寺
之
内
筆
頭
、
格
茂
能
キ

寺
ニ

有
之
候
間
、
只
今
ま
て
先
官
老
僧

次
第
仕
、
右
老
僧
共
住
職
仕
罷
有
候
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
特
別
な
格
で
あ
る
た
め
相
応
の
経
験
を
積
ん
だ
者
が
住
職
に

な
る
べ
き
寺
院
が
明
文
化
さ
れ
た
。
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以
上
の
実
情
を
ふ
ま
え
、
最
終
項
で
は
「
古
来
之
通
三
ヶ
寺
在
寺

江
移
転
之
儀
、
申
立
之
通
申
付
候
」
と
な
り
、
寺
禄
の
有
無
を
問
わ

ず
個
々
人
の
力
量
に
応
じ
た
空
席
に
転
住
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

一
応
の
解
決
を
み
た
形
で
あ
る
。

五　

良
融
郭
天　

　

こ
の
時
期
に
活
躍
し
た
代
表
的
な
僧
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

良
融
郭
天
は
変
わ
っ
た
動
き
に
よ
り
記
録
が
多
か
っ
た
人
物
と
し
て
、

そ
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
（、
江
戸
浅
草
の
熊
谷
稲
荷
の
勧
請
に
伴

い
、
弘
前
新
寺
町
の
裏
通
り
に
別
当
と
し
て
開
創
さ
れ
た
浄
土
宗
白

狐
寺
は
九
石
の
禄
を
受
け
た
。
貞
昌
寺
隠
居
の
入
誉
信
風
を
開
山
と

し
、
板
柳
大
善
寺
の
喜
誉
澄
水
が
住
職
、
す
な
わ
ち
稲
荷
宮
別
当
と

な
っ
た
。
宝
暦
元
年
一
二
月
、
弟
子
歓
彌
に
そ
の
任
を
譲
っ
て
隠
居

し
た
澄
水
か
ら
三
年
八
月
二
八
日
、
次
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
る
。

（
上
略（

（（
（

（
拙
僧
弟
子
白
狐
寺
相
煩
病
死
仕
候
、
依
之
後
住
之
僧

之
儀
同
人
弟
子
郭
天
儀
、
当
年
廿
五
歳
ニ
而
寺
役
相
勤
申
候
間
、

住
職
奉
願
旨
寺
社
奉
行
迄
申
出
之
、
願
之
通
申
付
旨
（
下
略
（

白
狐
寺
は
入
誉
信
風
の
法
縁
か
ら
金
戒
光
明
寺
末
と
な
り
、
白
旗
派

僧
が
継
承
し
て
き
た
。
歓
彌
の
素
性
は
不
明
な
が
ら
澄
水
弟
子
で
あ

る
な
ら
白
旗
派
だ
と
し
て
、
郭
天
は
名
越
派
僧
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　

宝
暦
年
代
の
『
國
日
記
』
に
は
、
郭
天
の
遠
出
の
数
々
が
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
四
年
七
月
二
五
日
、

一
（
（（
（

白
狐
寺
申
立
候
、
拙
僧
儀
此
度
無
拠
用
事
出
来
仕
候
ニ
付
、

奥
州
福
嶋
江
罷
越
申
度
奉
存
候
、
依
之
往
還
四
十
日
之
御
暇
被

下
置
候
儀
（
下
略
（

一
般
性
の
な
い
福
島
へ
と
い
う
理
由
は
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
。
次

に
六
年
九
月
二
〇
日
、

一
（
（3
（

白
狐
寺
申
立
候
、
法
用
御
座
候
ニ

付
岩
城
専
称
寺
江

罷
登
申

度
候
、
依
之
往
還
五
十
日
御
暇
被
下
置
度
旨
申
出
、（
下
略
（

名
越
本
山
に
法
用
と
い
う
以
上
、
白
旗
僧
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
さ
ら
に
八
年
六
月
一
三
日
、

一
（
（4
（

白
狐
寺
看
守
申
立
候
者
、
白
狐
寺
儀
於
江
戸
表
新
善
光
寺
如

来
開
帳
御
座
候
ニ
付
百
日
御
暇
、
願
之
通
被
仰
付
之
、
右
序
而

伝
授
仕
度
法
用
御
座
候
ニ
付
、
師
匠
江
随
身
仕
候
而
常
州
江
罷
越
、

申
度
奉
存
候
、
今
五
十
日
之
御
暇　
（
下
略
（

師
匠
は
亡
き
歓
彌
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
存
命
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
一
一
年
一
一
月
二
六
日
に
は
、

一
（
（5
（

白
狐
寺
申
立
候
、
此
度
本
山
江

継
目
上
京
ニ

付
御
金
拝
借
奉

願
候
処
、
先
達
而
難
被
仰
付
旨
被
仰
付
候
、
段
々
申
上
候
通
寺
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務
に
拘
り
是
非
罷
登
不
申
候
而
者
難
相
済
に
付
、
乍
恐
再
応
奉

願
候
処
御
金
拾
両
被
仰
付
候
、
右
御
金
に
て
者
至
而
不
足
仕
、

（
下
略
（

と
、
本
山
で
の
継
目
礼
式
に
あ
た
っ
て
経
費
の
借
用
を
申
し
出
、
半

年
後
に
は
帰
路
の
費
用
の
追
加
を
願
い
出
て
も
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
見
る
限
り
郭
天
は
、
澄
水
の
意
向
で
末
期
養
子
の
よ
う

に
突
然
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
白
狐
寺
よ
り
も
、
師
匠
へ
の
随
従
に

重
き
を
置
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
師
匠
と
は
誰
か
。『
専

称
寺
入
寺
帳
』
に
延
享
二
年
（
一
七
四
五
（
十
月
三
日
の
新
来
と
し

て
、「
貞
昌
寺
良
意
霊
賢
弟
子　

廓
転
」
と
あ
る
。
良
融
郭
天
と
み

て
よ
い
。
ま
た
、
宝
暦
か
ら
改
元
さ
れ
た
ば
か
り
の
明
和
元
年
六
月

三
日
の
『
國
日
記
』
に
は
、

一
（
（6
（

白
狐
寺
申
立
候
、
拙
寺
師
匠
霊
賢
儀
此
度
福
嶋
於
大
圓
寺
四

月
廿
六
日
病
死
仕
候
旨
申
来
候
、
依
之
焼
香
ニ
罷
登
申
度
奉
存

候
間
、
往
還
三
十
日
之
御
暇
被
下
置
度
奉
願
旨　
（
下
略
（

と
あ
る
。
霊
賢
が
ど
う
い
っ
た
機
縁
で
福
島
の
大
圓
寺
に
居
る
よ
う

に
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
宝
暦
四
年
の
郭
天
の
福
島
行
き
は

お
そ
ら
く
霊
賢
が
ら
み
で
あ
る
。

　

郭
天
は
明
和
四
年
、
西
福
寺
に
転
住
、
さ
ら
に
天
徳
寺
に
転
住
し

明
和
九
年
に
入
寂
し
て
い
る
。
文
化
年
代
に
な
っ
て
白
狐
寺
が
白
旗

僧
に
よ
る
相
続
が
で
き
な
く
な
っ
た
際
に
、
住
職
経
験
が
な
い
か
ご

く
浅
い
名
越
派
の
僧
侶
に
兼
帯
さ
せ
る
こ
と
で
明
治
維
新
ま
で
法
灯

を
維
持
し
て
い
る
。
郭
天
は
兼
帯
で
は
な
い
が
、
や
や
似
て
い
る
。

六　

良
普
恵
順　

　

良
普
恵
順
も
こ
の
時
期
の
津
軽
領
内
の
浄
土
宗
を
代
表
す
る
僧
と

は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
駆
け
出
し
に
近
く
、
あ
え
て
比
較
す
る
な
ら

前
項
の
郭
天
の
方
が
影
響
力
が
あ
っ
た
。
後
年
、
最
終
的
に
は
貞
昌

寺
住
職
と
な
る
力
量
を
示
す
が
、
そ
の
萌
芽
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た

と
さ
え
言
え
そ
う
な
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。

　

八
年
九
月
一
日
、「
（
（7
（

恵
順
儀
西
光
寺
無
住
に
付
、
後
住
願
之
通
被

仰
付
之
」
と
あ
る
。
恵
順
は
法
王
寺
弟
子
で
、
こ
れ
が
初
任
で
あ
る
。

翌
年
一
〇
月
二
三
日
、
往
来
の
記
録
を
み
な
い
土
地
に
出
向
く
。

一
（
（8
（

貞
昌
寺
寺
庵
西
光
寺
儀
秋
田
野
代
用
事
付
、
往
還
三
十
日
之

御
暇
之
儀
申
出
、
願
之
通
被　

仰
付
候
由

天
明
の
「
聞
岌
事
件
」
で
恵
順
は
被
告
と
な
る
が
、
敗
訴
し
た
聞
岌

は
能
代
に
逃
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
恵
順
の
法
用
は
お
そ
ら
く
西
福
寺
、

聞
岌
が
後
年
行
き
着
い
た
の
は
海
か
ら
の
駆
け
込
み
寺
の
様
相
が
あ

る
光
久
寺
と
み
ら
れ
る
が
、
皮
肉
な
偶
然
を
伺
わ
せ
る
。

　

一
二
年
三
月
一
九
日
、
金
光
上
人
拾
得
と
さ
れ
る
西
光
寺
の
本
尊
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を
秘
仏
と
し
、
二
七
日
の
別
時
念
仏
を
と
い
う
申
し
立
て
が
あ
る
。

同
像
の
知
ら
れ
ざ
る
転
機
で
あ
る
が
、
恵
順
の
意
外
な
事
績
で
も
あ

る
。
同
年
一
〇
月
一
日
、

一（
（9
（

鰺
ヶ
沢
法
王
寺
無
住
に
付
、
西
光
寺
後
住
願
之
通
申
付
旨
、

以
手
紙
寺
社
奉
行
江
申
遣
之

と
あ
る
。
抜
擢
さ
れ
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
さ
き
に

み
た
規
定
に
抵
触
し
な
い
も
の
か
。

　
『
専
称
寺
入
寺
帳
』
の
宝
暦
一
三
年
分
か
ら
、
九
月
に
恵
順
が
弟

子
順
鏡
を
入
山
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
人
は
後
年
、
西
光
寺
住

職
と
な
る
。
同
年
四
月
、
善
導
寺
聞
栄
弟
子
の
聞
岌
が
入
山
し
て
い

る
の
も
、
不
思
議
な
因
縁
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

七　

山
形
常
念
寺
『
日
鑑
』

　

昭
和
五
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
山
形
市
史
』
の
編
集
に
用
い
ら

れ
た
『
山
形
市
史
資
料
』
の
中
に
、
常
念
寺
『
日
鑑
』
が
あ
る
。
山

形
の
浄
土
宗
名
越
派
僧
録
常
念
寺
の
寺
務
日
誌
で
、
享
保
一
八
年

（
一
七
三
三
（
分
か
ら
慶
応
に
至
る
三
八
冊
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
寛

延
四
年
か
ら
宝
暦
五
年
の
『
日
用
清
規
』
と
、
宝
暦
六
年
か
ら
一
〇

年
の
『
萬
日
記
』
が
、『
常
念
寺
日
鑑
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

　

宝
暦
年
代
の
山
形
と
弘
前
を
簡
単
に
比
較
し
て
お
く
。
山
形
藩
主

は
三
河
か
ら
転
封
さ
れ
た
松
平
乗
佑
六
万
二
千
石
。
弘
前
は
江
戸
時

代
に
全
く
改
易
が
な
か
っ
た
津
軽
氏
七
代
信
寧
四
万
七
千
石
。
浄
土

宗
の
僧
録
は
山
形
は
常
念
寺
百
石
。
弘
前
は
貞
昌
寺
六
〇
石
で
あ
る
。

　

こ
の
『
日
鑑
』
に
つ
き
工
藤
定
雄
編
集
主
任
は
巻
頭
編
集
の
こ
と

ば
に
お
い
て
、「
（
（0
（

寺
中
、
門
前
、
門
徒
な
ど
宗
務
に
詳
し
く
、
城
下

民
政
資
料
に
詳
し
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
お
そ
ら
く
解
読

に
あ
た
っ
た
後
藤
嘉
一
氏
の
解
説
に
は
、

山（
（（
（

形
の
よ
う
に
領
主
の
更
迭
が
激
し
く
、
か
つ
領
域
が
細
分
化

さ
れ
た
地
域
で
は
、
領
主
の
一
貫
し
た
統
治
記
録
を
求
め
る
こ

と
は
殆
ど
不
可
能
に
近
く
、
そ
の
点
、
寺
院
は
代
々
伝
承
さ
れ
、

時
代
時
代
の
『
日
鑑
』
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
辛
う
じ
て
江

戸
時
代
の
民
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
至
当
な
見
解
と
納
得
で
き
る
。

　

そ
の
中
か
ら
、
か
つ
て
津
軽
に
類
似
の
も
の
が
み
ら
れ
た
宗
教
行

事
や
、
類
例
が
な
か
っ
た
宗
教
事
情
を
少
し
紹
介
す
る
。
ま
ず
宝
暦

四
年
三
月
の
、
城
下
念
仏
堂
の
常
念
仏
で
あ
る
。
弘
前
で
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
（
開
創
の
念
仏
堂
白
道
院
が
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
（

に
一
万
日
の
回
向
を
成
就
し
た
例
と
似
て
い
る
。

一（
（（
（

、
当
町
之
内
弓
町
念
仏
堂
、
当
四
月
一
万
五
千
日
ニ
相
当
り

候
ニ
付
、
回
向
仕
度
旨
先
達
而
以
書
付
奉
願
上
候
、
夫
ニ
付
支
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度
等
物
入
茂
御
座
候
ニ
付
、
難
成
自
力
候
間
、
此
度
御
公
料
蟹

沢
村
天
崇
寺
相
招
、
当
十
六
日
ゟ
四
月
八
日
迄
日
数
廿
三
日
、

昼
九
ツ
時
七
ツ
半
時
一
日
ニ
両
座
宛
説
法
仕
、
右
助
力
を
以
回

向
無
滞
相
仕
廻
申
度
奉
存
候
、
右
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候

ハ
丶
、
難
有
可
奉
存
候　

以
上

　
　
　
　

戌
之
三
月 

（
四
者
連
名
、
略
（　

こ
こ
で
天
崇
寺
が
念
仏
堂
庵
主
源
心
に
代
わ
っ
て
説
法
を
勤
め
て
い

る
。「
他
僧
説
法
」
と
し
て
そ
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　

八
年
三
月
、
津
軽
で
は
す
で
に
記
録
が
な
く
な
っ
た
四
十
八
夜
念

仏
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一（
（3
（

、
上
山
浄
光
寺
ニ
四
十
八
夜
惣
回
向
十
三
日
ニ
御
座
候
間
、

当
寺
ゟ
音
随
十
二
日
ゟ
遣
申
候
、
五
種
香
三
遣
申
候

　

類
例
を
み
な
か
っ
た
も
の
は
、
神
社
の
仰
せ
付
け
で
あ
る
。
一
〇

年
三
月
二
一
日
、

一（
（4
（

翰
啓
上
仕
候
、
然
者
去
冬
中
被
仰
付
候
神
社
有
無
之
儀
、
早

速
相
触
候
得
共
、
拙
寺
印
形
斗
ニ
而
差
上
可
申
奉
存
候
所
ニ
、

銘
々
別
紙
之
由
及
承
候
故
、
此
間
急
致
廻
章
取
集
候　
（
下
略
（

常
念
寺
よ
り
専
称
寺
役
者
あ
て
の
単
発
の
書
簡
で
事
態
を
把
握
難
し

い
が
、
常
念
寺
触
下
に
神
社
の
別
当
寺
院
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

八　

お
わ
り
に

　

宝
暦
年
代
の
『
國
日
記
』
を
再
検
討
し
、
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺

院
情
勢
を
概
観
し
た
。
こ
の
時
期
は
藩
財
政
の
困
窮
が
い
っ
そ
う
進

み
、
勘
定
奉
行
と
な
っ
た
儒
学
者
の
乳
井
貢
が
財
政
改
革
に
乗
り
出

し
た
。
標
符
と
い
う
藩
札
の
一
種
で
、
不
換
紙
幣
と
統
制
切
符
を
合

わ
せ
た
よ
う
な
も
の
が
発
行
さ
れ
た
が
、
経
済
が
さ
ら
に
混
乱
し
、

一
年
足
ら
ず
で
廃
止
さ
れ
た
。
い
い
話
題
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
も

こ
う
し
た
世
情
に
よ
る
も
の
で
、
出
費
を
伴
う
特
別
な
行
事
や
事
業

は
、
依
然
全
く
と
言
え
る
ほ
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
ふ
と
気
づ
い
た
の
は
、「
檀
家
の
声
」
の
反
映
で

あ
る
。『
國
日
記
』
宝
暦
九
年
九
月
一
二
日
、

（
上（

（5
（

略
（
浄
円
寺
無
住
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
同
寺
檀
家
共
挙
而
天
徳

寺
後
住
ニ
願
出
候
間　
（
下
略
（

こ
れ
は
御
目
見
の
問
題
で
通
ら
な
か
っ
た
が
、
一
〇
年
四
月
一
一
日
、

（
上（

（6
（

略
（
追
院
可
申
付
と
奉
存
候
得
共
、
同
寺
（
清
岸
寺
（
檀

家
共
挙
而
歎
申
候
ニ
付
、
隠
居
可
申
付
と
奉
存
候　
（
下
略
（

の
よ
う
に
、
罪
状
が
減
免
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
恵
順
の
項
で
取
り
上

げ
た
本
尊
の
秘
仏
化
に
つ
い
て
も
、
一
二
年
三
月
一
九
日
、

（
上（

（7
（

略
（
星
霜
相
過
候
、
依
之
檀
家
共
願
御
座
候
故
此
度
秘
仏
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仕
度
奉
存
候
に
付
、
為
供
養　
（
下
略
（

と
あ
る
。
ま
た
常
念
寺
『
日
鑑
』
で
も
一
〇
年
三
月
五
日
、

（
上（

（8
（

略
（
谷
地
誓
願
寺
無
住
ニ
付
、
旦
中
相
談
之
上
御
目
鑑
次

第
後
住
被
仰
付
被
下
度
、
旦
中
以
連
印
一
同
ニ
御
座
候　
（
下

略
（

と
、
檀
家
が
結
束
し
て
、
後
住
を
願
い
出
た
例
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
檀
家
の
意
向
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う

み
る
べ
き
か
。『
國
日
記
』
に
そ
う
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
て
い

る
の
は
、
無
視
で
き
な
い
力
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
封
建
社

会
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
世
の
中
が
少
し
変
わ
っ
て
き
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

1　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

2　

吉
水
成
正
編
『
浄
土
宗
名
越
派
資
料
集
』
収
載
。

3　

山
形
市
史
資
料
第
四
二
号
『
常
念
寺
日
鑑
』。

4　
『
國
日
記
』
延
享
二
年
八
月
三
日
条
。

5　
『
國
日
記
』
宝
暦
二
年
五
月
一
二
日
条
。

6　
『
國
日
記
』
宝
暦
二
年
五
月
二
四
日
条
。

7　
『
國
日
記
』
宝
暦
四
年
六
月
二
七
日
条
。

8　
『
國
日
記
』
宝
暦
三
年
四
月
一
〇
日
条
。

9　
『
國
日
記
』
元
禄
一
三
年
七
月
二
一
日
条
。

10　
『
國
日
記
』
宝
暦
九
年
九
月
一
二
日
条
。

11　
『
國
日
記
』
宝
暦
三
年
八
月
二
八
日
条
。

12　
『
國
日
記
』
宝
暦
四
年
七
月
二
五
日
条
。

13　
『
國
日
記
』
宝
暦
六
年
九
月
二
〇
日
条
。

14　
『
國
日
記
』
宝
暦
八
年
六
月
一
三
日
条
。

15　
『
國
日
記
』
宝
暦
一
一
年
一
一
月
二
六
日
条
。

16　
『
國
日
記
』
明
和
元
年
六
月
三
日
条
。

17　
『
國
日
記
』
宝
暦
八
年
九
月
一
日
条
。

18　
『
國
日
記
』
宝
暦
九
年
一
〇
月
二
三
日
条
。

19　
『
國
日
記
』
宝
暦
一
二
年
一
〇
月
一
日
条
。

20　
『
常
念
寺
日
鑑
』
二
頁
。

21　
『
常
念
寺
日
鑑
』
九
頁
。

22　
『
常
念
寺
日
鑑
』
四
三
頁
下
。

23　
『
常
念
寺
日
鑑
』
八
七
頁
上
。

24　
『
常
念
寺
日
鑑
』
一
一
〇
頁
上
。

25　
『
國
日
記
』
宝
暦
九
年
九
月
一
二
日
条
。

26　
『
國
日
記
』
宝
暦
一
〇
年
四
月
一
一
日
条
。

27　
『
國
日
記
』
宝
暦
一
二
年
三
月
一
九
日
条
。

28　
『
常
念
寺
日
鑑
』
一
一
〇
頁
上
。
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良
忠
著
作
中
に
お
け
る
法
然
上
人
御
法
語
に
つ
い
て

大　

橋　

雄　

人

は
じ
め
に

　

良
忠
上
人
（
以
下
、
諸
師
の
敬
称
を
略
す
）
は
「
記
主
禅
師
」
の

号
を
た
ま
わ
る
ほ
ど
、
そ
の
生
涯
の
な
か
で
多
く
の
著
作
を
著
わ
し

て
い
る
。
そ
の
著
作
の
な
か
に
は
、
伝
聞
と
し
て
法
然
の
法
語
が
散

見
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』（
以
下
『
昭
法

全
』）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
昭
法
全
』
に
は
伝
語
篇
と
し
て
、
良

忠
の
ほ
か
聖
光
、
信
空
、
証
空
な
ど
の
伝
聞
の
御
詞
が
二
三
篇
一
一

五
件
の
法
語
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
良
忠
の
著
作
か
ら
の
も
の
が

四
三
件
と
最
も
多
い
。
つ
ま
り
、
良
忠
の
著
作
は
本
人
の
教
義
解

釈
・
思
想
の
み
な
ら
ず
、
法
然
の
こ
と
ば
を
伝
え
る
役
割
も
担
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
良
忠
の
著
作
を
概
観
す
る
と
法
然
の
こ
と
ば
と

す
る
説
示
は
、
多
少
の
内
容
的
重
複
が
あ
り
な
が
ら
も
管
見
の
か
ぎ

り
一
〇
〇
件
を
超
え
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、『
昭
法
全
』
に
採

録
さ
れ
て
い
る
数
を
大
幅
に
超
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
良
忠
の
著
作
内
に
み
ら
れ
る
法
然
の
法
語
を
再
確
認

し
、『
昭
法
全
』
未
採
録
の
も
の
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
の

内
容
等
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い（

（
（

。

一
、『
昭
法
全
』「
良
忠
上
人
伝
聞
の
御
詞
」
に
つ
い
て

　

先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
『
昭
法
全
』
に
は
「
良
忠
上
人
伝
聞
の
御

詞
」
と
し
て
四
三
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
良
忠

の
著
作
を
出
典
と
す
る
法
然
の
法
語
と
し
て
下
記
の
も
の
が
あ
る
。

・
渋
谷
入
道
道
遍
伝
説
の
御
詞
・
・
・
一

・
大
和
入
道
親
盛
に
示
す
御
詞
・
・
・
一

・
勢
観
上
人
と
の
問
答
・
・
・
・
・
・
一

・
叡
空
上
人
と
の
問
答
・
・
・
・
・
・
一
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・
聖
光
房
に
示
さ
れ
け
る
御
詞
・
・
・
二

・
湛
空
上
人
伝
聞
の
御
詞
・
・
・
・
・
一

以
上
、『
昭
法
全
』
に
は
上
記
の
七
件
と
「
良
忠
上
人
伝
聞
の
御
詞
」

の
四
三
件
を
合
わ
せ
、
合
計
五
〇
件
、
良
忠
の
著
作
を
出
典
と
し
て

法
然
の
法
語
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
の
法
語
と
「
良
忠
上
人
伝
聞
の
御
詞
」
の
大
部
分
は
、
望
月

信
亨
編
『
法
然
上
人
全
集
』
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
井
教
道

氏
は
『
昭
法
全
』
序
に
「
下
に
擧
ぐ
る
傳
語
編
の
下
に
も
、
諸
書
か

ら
捃
拾
し
て
三
十
有
一
の
新
材
料
を
加
へ
」（
序
一
一
頁
）
と
述
べ

て
お
り
、
石
井
氏
が
独
自
に
調
査
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
良
忠
伝
聞
の
詞
と
し
て
新
規
に
ど
れ
だ
け
追
加
し
た

か
は
不
明
で
あ
る
。

二
、
良
忠
著
作
中
に
み
ら
れ
る
法
然
の
法
語

�

―
説
示
数
に
つ
い
て
―

　

前
項
に
お
い
て
整
理
し
た
よ
う
に
、『
昭
法
全
』
に
お
い
て
良
忠

の
著
作
を
出
典
と
す
る
法
然
法
語
は
、
五
〇
件
を
数
え
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
良
忠
著
作
中
に
「
祖
師
云
」「
故
上
人

云
」
な
ど
法
然
の
言
葉
や
著
作
を
典
拠
と
す
る
説
示
を
数
え
る
と
、

『
昭
法
全
』
採
録
の
も
の
も
含
め
管
見
の
か
ぎ
り
一
〇
九
件
が
見
受

け
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
良
忠
著
作
中
に
み
ら
れ
る
一
〇
九
件
の
法
然
法
語
を
著
作

別
に
説
示
数
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

【
良
忠
著
作
成
立
順
と
法
然
法
語
説
示
数
】

著
作
名

成
立

説
示
数（
引
用
）

『
領
解
末
代
念
仏
授
手
印
鈔
』

�

一
巻
一
二
三
七
年

〇

『
浄
土
大
意
鈔
』
一
巻

一
二
五
〇
年

〇

『
三
心
私
記
』
一
巻

一
二
五
四
年

一
（
一
）

『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』

�

二
巻
一
二
五
七
年

一
二

『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』

�

一
巻
一
二
五
八
年

五

『
徹
選
択
鈔
』
二
巻

一
二
六
〇
年

三

『
西
宗
要
聴
書
』
二
巻

一
二
六
〇
年

一

『
観
経
疏
略
鈔
』
八
巻

一
二
六
一
年

一
一
（
一
）

『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』

一
二
五
四
年
（
四
巻
本
）

一
二
七
六
年
（
五
巻
本
）
一
〇
（
六
）

『
選
択
疑
問
答
』
一
巻

一
二
七
七
年

一
（
一
）

『
安
楽
集
私
記
』
二
巻

一
二
八
二
年

〇
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『
往
生
要
集
義
記
』
八
巻
一
二
八
二
年
～

二
七
（
一
六
）

�

一
二
八
六
年

『
往
生
論
註
記
』
五
巻

一
二
六
二
年�

起
稿

一
二
八
六
年�

再
治
調

一

『
浄
土
宗
要
集
』

�

（『
東
宗
要
』）
五
巻
一
二
八
二
年
～

�

一
二
八
六
年
一
九
（
二
）

『
観
経
疏
伝
通
記
』

�

一
五
巻
一
二
五
八
年�

初
稿

一
二
八
七
年�

極
再
治

一
二
（
三
）

『
決
疑
鈔
裏
書
』
一
巻

不
明

三

『
般
舟
讃
私
記
』
一
巻

不
明

一
（
一
）

『
往
生
礼
讃
私
記
』
二
巻
不
明

二

『
観
念
法
門
私
記
』
二
巻
不
明

〇

『
法
事
讃
私
記
』
三
巻

不
明

〇

　

は
じ
め
に
説
示
数
の
傾
向
か
ら
み
て
み
る
と
、『
往
生
要
集
義
記
』

が
二
七
件
と
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
『
東
宗
要
』
一
九
件
、『
伝

通
記
』
一
二
件
、『
略
鈔
』
一
一
件
、『
決
疑
鈔
』
一
〇
件
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
比
較
的
大
部
の
著
作
で
あ
る
た
め
、
説
示
数
が
多

く
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
往
生
要
集
義
記
』

内
に
み
ら
れ
る
二
七
件
の
説
示
は
、
そ
の
う
ち
一
六
件
が
『
往
生
要

集
釈
』
な
ど
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
出
典
が
明
確
で
あ
る（

（
（

。

　

次
に
良
忠
の
著
作
と
法
然
遺
文
集
と
の
前
後
関
係
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
代
表
的
な
法
然
遺
文
集
と
し
て
、『
醍
醐
本
』（
一
二
四
二

年
）
が
嚆
矢
に
な
り
、『
西
方
指
南
抄
』（
一
二
五
七
年
写
本
）、『
黒

谷
上
人
語
灯
録
』（
一
二
七
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
良

忠
在
世
中
に
成
立
し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
良
忠
が
閲
覧
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
小
林
清
尚
氏
（
3
（

は
良
忠
に
お
け
る
法
然
遺
文
の

伝
承
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
十
二
問
答
（
4
（

」
を
中
心
に
検
討
し
、

個
々
の
遺
文
集
の
存
在
は
承
知
し
て
い
る
が
、
引
用
さ
れ
る
文
章
の

相
違
か
ら
、
遺
文
集
の
伝
承
は
部
分
的
で
あ
っ
た
り
、
独
自
に
良
忠

が
法
語
を
個
別
に
伝
承
し
て
い
た
り
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
抽
出
し
た
一
〇
九
件
か
ら
検
討
す
る
と
、

『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
と
共
通
す
る
説
示
は
五
三
件
、『
西
方
指
南

抄
』
と
は
五
件
、『
醍
醐
本
』
と
は
三
件
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
『
黒

谷
上
人
語
灯
録
』
の
う
ち
、『
往
生
要
集
』
注
釈
書
類
や
『
無
量
寿

経
釈
』
な
ど
著
作
類
を
除
い
た
場
合
、
共
通
す
る
も
の
は
一
九
件
と

な
る
。

　

つ
ま
り
、
法
然
の
遺
文
集
は
良
忠
の
著
作
活
動
と
並
行
し
て
成
立

し
て
い
る
が
、
良
忠
は
独
自
に
法
然
の
法
語
を
入
手
・
収
集
し
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
良
忠
が
引
用
す
る
法
然
法
語
の
出
典
を
遺
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文
集
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
、
良
忠
著
作
中
に
み
ら
れ
る
法
然
の
法
語

�

―
遺
文
集
未
収
録
の
説
示
―

　

本
項
で
は
、
今
回
の
整
理
の
結
果
を
参
考
に
今
ま
で
に
注
目
さ
れ

て
い
な
い
良
忠
著
作
中
の
法
然
法
語
、
つ
ま
り
『
黒
谷
上
人
語
灯

録
』
な
ど
の
遺
文
集
や
『
昭
法
全
』「
良
忠
上
人
伝
聞
の
御
詞
」
に

収
録
さ
れ
て
い
な
い
法
語
に
つ
い
て
特
徴
的
な
も
の
を
み
て
い
き
た

い
。

『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』（『
浄
全
』
一
〇
、
七
〇
五
頁
上
～
下
）

○
三
、
自
力
他
力
の
事

問
う
て
云
く
、
念
佛
に
自
力
・
他
力
と
云
う
こ
と
は
何
様
な
る

べ
き
ぞ
や
。

答
え
て
云
く
、
先
師
上
人
、
故
上
人
の
御
義
を
傳
え
て
云
く

「
自
力
と
云
う
は
聖
道
門
な
り
。
自
ら
の
三
學
の
力
を
憑
み
て

出
離
を
求
む
る
故
な
り
。
他
力
と
云
う
は
淨
土
門
な
り
。
淨
土

を
求
む
る
人
は
み
な
自
ら
の
機
分
は
出
離
す
る
に
能
わ
ず
と
知

り
て
佛
の
他
力
を
憑
む
故
な
り
。
爾
る
に
近
代
の
末
學
、
淨
土

の
行
に
自
力
・
他
力
と
云
う
こ
と
を
立
て
、
念
佛
に
も
又
、
自

力
・
他
力
を
分
別
し
、
或
い
は
定
散
二
善
を
自
力
と
し
、
念
佛

を
他
力
と
す
と
い
え
り
。
故
上
人
は
仰
せ
ら
れ
ざ
り
し
義
な
り
。

況
ん
や
自
力
の
念
佛
は
邊
地
の
業
と
な
る
と
云
う
こ
と
、
全
く

聞
か
ざ
り
し
事
な
り
」｛
云
云
｝。

こ
の
相
傳
を
以
て
彼
の
新
義
を
ば
意
得
べ
く
候
う
。

　

こ
れ
は
聖
光
か
ら
の
伝
聞
で
あ
り
、
と
く
に
下
線
部
が
法
然
の
説

示
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
聖
光
は
『
西
宗
要
』
に
お
い
て
「
第
六
十

三�

自
力
他
力
事
」
と
し
て
算
題
を
設
け
、「
穢
土
に
在
り
て
三
學
を

修
し
て
不
退
に
叶
う
と
云
う
は
自
力
な
り
。
穢
土
に
在
り
て
淨
土
の

行
を
修
し
て
命
終
の
時
、
阿
彌
陀
佛
の
來
迎
に
預
か
り
十
萬
億
の
國

に
一
刹
那
に
往
生
す
る
は
他
力
な
り
」（『
浄
全
』
一
〇
、
二
二
七
頁

上
）
と
し
て
、
同
主
旨
を
述
べ
て
い
る
が
、
と
く
に
法
然
か
ら
の
説

示
で
あ
る
こ
と
は
示
し
て
い
な
い（

5
（

。

　

良
忠
は
『
決
疑
鈔
』
に
お
い
て
「《
自
力
》《
他
力
》
と
は
、
自
ら

の
三
學
力
を
名
づ
け
て
自
力
と
爲
し
、
佛
の
本
願
力
を
名
づ
け
て
他

力
と
爲
す
」（『
浄
全
』
七
、
二
〇
九
頁
上
）
と
し
て
、
先
述
の
内
容

を
踏
ま
え
た
説
示
を
し
て
い
る
。

　

後
世
に
は
『
黒
谷
上
人
絵
詞
抜
書
』（『
近
衛
本
』：『
法
伝
全
』
三

三
四
頁
）
に
同
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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『
徹
選
択
鈔
』（『
浄
全
』
七
、
一
一
三
頁
下
～
一
一
四
頁
上
）

問
、
念
佛
の
行
は
是
れ
正
定
の
業
な
る
事
、
在
文
分
明
な
り
。

但
だ
し
其
の
念
佛
は
但
信
の
稱
名
か
、
觀
の
上
の
稱
名
か
。

答
、
故
上
人
の
云
く
「
念
佛
往
生
の
一
法
は
生
因
本
願
の
要
行

な
り
。
只
だ
願
文
の
如
く
信
を
取
る
べ
し
。
何
ぞ
他
の
方
法
を

憑
ま
ん
や
」｛
云
云
｝。

　
『
徹
選
択
鈔
』
で
は
、
こ
の
法
然
の
説
示
に
続
い
て
、
聖
光
か
ら

の
伝
聞
と
し
て
法
然
と
阿
波
の
介
の
念
仏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
示
し
、

『
疑
問
鈔
』
に
も
同
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
下
線
部
の

内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

『
徹
選
択
鈔
』（『
浄
全
』
七
、
一
一
八
頁
上
～
下
）

無
三
學
出
離
事

先
師
の
云
く
「
故
上
人
の
云
く
、『
婆
沙
』
に
造
り
物
と
云
う

事
有
り
。
淨
土
宗
に
付
き
て
一
つ
の
造
り
物
有
り
。
即
ち
造
り

て
云
く
、
戒
定
慧
の
三
學
を
離
れ
て
生
死
を
出
づ
る
の
義
有
る

べ
し
」。

　

こ
の
説
示
は
遺
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
特
徴
と
し
て
は
、
隆
長
『
一
枚
起
請
但
信
鈔
』
に
「
徹
選

擇
に
云
」（『
浄
全
』
九
、
七
一
頁
下
）
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
し
か
し
、「
先
師
云
」「
故
上
人
云
」
と
は
示
し
て
お
ら
ず
、

聖
光
か
ら
伝
聞
し
た
法
然
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
下
線
部
は
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
若
干
の
相
違
も
見
受
け
ら
れ

る
。

『
観
経
疏
略
鈔
』（『
浄
全
』
二
、
四
四
五
頁
下
）

問
、
淨
土
門
の
行
者
、
愚
癡
を
具
し
乍
ら
淨
土
に
生
ず
と
や
爲

ん
、
愚
癡
を
離
れ
て
淨
土
に
生
ず
と
や
爲
ん
。

答
、
分
別
有
る
べ
き
な
り
。

愚
癡
に
二
つ
有
り
。（
中
略
）

Ａ
さ
れ
ば
故
上
人
云
く
「
學
者
な
り
と
も
此
の
門
の
出
離
を
期

せ
ん
日
は
、
一
文
不
通
の
身
と
思
い
て
よ
か
る
べ
き
な
り
。
彼

は
學
問
の
智
惠
な
り
。
出
離
の
智
惠
に
は
非
ざ
る
が
故
な
り
」

と
。

Ｂ
又
云
く
「
聖
道
門
の
意
は
智
惠
を
極
め
て
生
死
を
出
づ
。
淨

土
門
の
意
は
愚
癡
に
還
り
て
生
死
を
出
づ
る
な
り
」｛
云
云
｝。

　

こ
の
法
語
は
浄
土
門
の
行
者
に
お
け
る
「
愚
癡
」
の
有
り
様
に
つ

い
て
の
問
答
に
お
い
て
、
二
種
の
愚
癡
を
述
べ
た
後
に
示
さ
れ
て
い

る
。
Ａ
の
説
示
は
遺
文
集
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
出
典
も
定

か
で
は
な
い
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
『
伝
通
記
（
6
（

』
に
も
引
用
さ
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れ
て
い
る
Ｂ
の
説
示
で
あ
る
。『
和
語
灯
録
』
で
は
「
諸
人
伝
説
の

詞
（
信
空
上
人
）」
と
し
て
採
録
さ
れ
（『
昭
法
全
』
六
七
二
頁
）、

さ
ら
に
「
進
行
集
よ
り
い
て
た
り
」
と
し
て
信
空
の
著
と
さ
れ
る

『
明
義
進
行
集
』
が
出
典
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
典
表
示

が
い
つ
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
も
し
良
忠

が
『
和
語
灯
録
』
を
参
照
し
て
引
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
の
部
分

も
『
和
語
灯
録
』
も
し
く
は
い
ず
れ
か
の
遺
文
集
に
み
ら
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
観
経
疏
略
鈔
』
は
『
和
語
灯
録
』
よ
り
も
約

一
〇
年
前
に
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
良
忠
は
『
和
語
灯
録
』
を

参
照
し
て
い
る
引
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
独
自
に
法
然
の
遺
文
を

収
集
、
手
控
え
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

『
東
宗
要
』（『
浄
全
』
一
一
、
八
四
頁
上
～
下
）

今
云
わ
く
、
臨
終
の
時
は
形
・
神
、
尚
、
離
る
心
、
消
（
ほ

そ
）
か
る
べ
き
時
な
り
。
平
生
の
時
從
り
決
定
の
思
に
住
す
る

こ
と
、
最
も
大
要
な
り
。
若
し
平
生
に
不
定
の
思
を
作
さ
ば
、

臨
終
に
定
ん
で
怯
弱
の
思
を
起
こ
す
べ
き
か
。
又
、
縦
い
平
生

に
未
だ
證
を
得
ざ
る
故
に
未
定
の
思
に
住
し
て
解
行
を
勵
ま
す

と
雖
も
、
臨
終
に
至
り
て
は
一
向
に
決
定
の
思
に
住
す
べ
し
。

又
、
他
人
の
臨
終
に
も
決
定
と
思
え
と
敎
化
す
べ
き
な
り
。

武
藏
國
の
玖
須
の
地
頭
の
娘
｛
生
年
十
八
｝、
臨
終
の
時
、
傍

（
か
た
べ
）
の
女
房
、
問
い
て
云
わ
く
「
今
度
の
往
生
、
得
否
、

如
何
」。

答
え
て
云
わ
く
「
法
然
上
人
の
消
息
に
云
わ
く
《
往
生
は
決
定

と
思
え
ば
定
ん
で
生
ず
。
不
定
と
思
え
ば
不
定
と
成
る
》
と

｛
云
云
｝。
年
來
、
此
の
事
を
信
ぜ
り
。
今
、
最
後
に
及
ん
で
不

定
と
思
い
て
往
生
せ
ず
し
て
、
何
の
要
有
ら
ん
や
」
と
云
い
て
、

念
佛
し
て
而
も
、
氣
、
絶
ち
ぬ
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
法
然
上
人
の
消
息
」
と
は
『
和
語
灯
録
』
所

収
の
宛
先
不
明
「
御
消
息
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、「
そ
の
決
定

の
心
に
よ
り
て
、
す
な
わ
ち
往
生
の
業
は
さ
た
ま
る
也
。
か
く
心
う

れ
は
う
た
か
ひ
も
な
し
。
不
定
と
お
も
へ
は
や
か
て
不
定
也
。
一
定

と
お
も
へ
は
一
定
す
る
事
に
て
候
也
」（『
昭
法
全
』
五
八
一
頁
）
と

あ
り
、
文
言
に
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

『
観
経
疏
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
四
一
頁
下
）

十
三
に
幢
上
の
荘
厳
を
明
か
す
中
に
『
経
』
に
「
如
夜
摩
天

宮
」
と
は
、
祖
師
の
云
く
「
四
柱
の
宝
幢
を
以
て
須
弥
に
喩
う
。

故
に
幢
上
の
幔
を
夜
摩
天
に
喩
う
。
謂
く
、
幢
の
上
に
横
に
宝

幢
を
張
る
こ
と
、
須
弥
山
の
上
に
夜
摩
天
宮
有
る
に
似
た
り
」
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と
。

『
観
経
疏
伝
通
記
』（『
浄
全
』
二
、
三
六
五
頁
下
～
三
六
六
頁
上
）

初
め
の
標
の
中
に
【
雑
想
観
】
と
は
、
祖
師
の
云
く
、
此
の
雑

想
に
三
尊
有
り
。
独
り
佛
の
み
に
非
ず
。
故
に
「
雑
」
と
云
う
。

此
の
想
に
亦
真
佛
有
り
、
亦
形
像
有
り
。
故
に
「
雑
」
と
云
う
。

亦
小
身
有
り
、
亦
大
身
有
り
。
既
に
純
大
に
非
ず
、
純
小
に
非

ず
。
故
に
「
雑
」
と
云
う
。
亦
華
座
有
り
、
佛
・
菩
薩
有
り
。

純
座
に
非
ず
、
純
身
に
非
ず
。
故
に
「
雑
想
」
と
云
う
。
雑
の

義
、
甚
だ
多
し
。
且
ら
く
一
両
を
述
す
。
余
は
準
じ
て
之
れ
を

知
れ
。

　

こ
の
両
文
は
、
と
も
に
『
観
経
』『
観
経
疏
』
解
釈
に
お
け
る
引

用
で
あ
り
な
が
ら
、
法
然
の
『
観
経
釈
』
に
は
類
似
す
る
文
言
が
み

ら
れ
な
い
。

ま
と
め

　

以
上
、
良
忠
の
著
作
内
に
み
ら
れ
る
法
然
の
法
語
を
再
確
認
し
、

『
昭
法
全
』
お
よ
び
諸
遺
文
集
に
未
採
録
の
法
語
を
い
く
つ
か
紹
介

す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
内
容
等
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

　
『
昭
法
全
』
編
集
時
に
お
け
る
石
井
教
道
氏
の
整
理
に
よ
っ
て
、

多
く
の
法
然
法
語
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
整
理
で
さ
ら
に

多
く
の
説
示
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
良
忠
の
著
作
中
に
み
ら
れ

る
「
祖
師
云
」「
故
上
人
云
」
な
ど
の
法
然
の
こ
と
ば
は
、
法
然
遺

文
集
と
共
通
す
る
も
の
は
比
較
的
少
な
い
。
さ
ら
に
遺
文
集
や
良
忠

著
作
の
成
立
時
期
な
ど
を
整
理
し
て
比
較
す
る
と
、『
語
灯
録
』
の

成
立
よ
り
も
早
い
時
期
に
良
忠
の
著
作
内
に
説
示
さ
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
良
忠
が
独
自
に
法
然
の
説
示
・
法
語
な
ど
を
入
手
・

収
集
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

良
忠
と
道
光
の
邂
逅
時
期
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
不
明
で
あ
り
、
良
忠

か
ら
道
光
へ
資
料
提
供
が
あ
っ
た
か
否
か
も
不
明
で
あ
り
、
今
後
、

検
討
を
要
す
る
事
項
で
あ
る
。

　
1　

良
忠
に
お
け
る
法
然
上
人
御
法
語
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
永
井
隆
正
「
良

忠
上
人
に
お
け
る
法
然
上
人
御
法
語
の
受
容
―
『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』

の
場
合
―
」（『
仏
教
論
叢
』
三
〇
、
一
九
八
六
年
）、「
良
忠
上
人
に
お
け
る

法
然
上
人
御
法
語
の
受
容
―
『
浄
土
宗
要
集
』
巻
第
四
の
場
合
―
」（『
仏
教

文
化
研
究
』
三
三
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。
両
稿
と
も
に
著
作
の
範
囲
を

限
定
し
た
考
察
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
指
摘
と
し
て
①
良
忠
著
作
全
体
か
ら

法
然
遺
文
を
抽
出
す
る
基
礎
作
業
の
必
要
性
、
②
各
種
遺
文
集
と
の
比
較
検

討
の
必
要
性
を
挙
げ
て
い
る
。

2　

法
然
の
『
往
生
要
集
』
解
釈
が
多
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

こ
の
点
は
、『
往
生
要
集
義
記
』
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
年
、

良
忠
の
『
往
生
要
集
』
注
釈
書
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、『
往
生
要
集
』
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に
関
す
る
良
忠
の
著
作
は
『
往
生
要
集
鈔
』
と
『
往
生
要
集
義
記
』
の
二
系

統
が
あ
り
、『
鈔
』
か
ら
『
義
記
』
へ
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
良
忠
は
直
接

関
与
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
南
宏
信
「
良
忠
撰
『
往
生
要
集
』
注

釈
書
の
成
立
過
程
」［
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』

二
〇
一
二
年
］）。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
短
絡
的
に
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る

こ
と
は
控
え
、
整
理
の
結
果
と
す
る
に
留
め
た
い
。

3　

小
林
清
尚
「『
十
二
問
答
』
の
伝
承
形
態
―
良
忠
・
良
恵
の
引
用
と
そ
の

伝
承
―
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
二
三
、
一
九
九
七
年
）。

4　

問
答
の
数
は
『
醍
醐
本
』『
西
方
指
南
抄
』
で
は
一
一
、『
和
語
灯
録
』
で

は
一
二
と
な
っ
て
い
る
。

5　

こ
の
ほ
か
、『
浄
土
宗
名
目
問
答
』
に
も
自
力
他
力
に
関
す
る
問
答
が
見

受
け
ら
れ
る
（『
浄
全
』
一
〇
、
四
一
〇
頁
上
～
四
一
一
頁
下
）。

6　
『
浄
全
』
二
、
一
〇
三
頁
下
。
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『
敦
煌
秘
笈
』
所
収
の
礼
懺
文
に
つ
い
て

大　

屋　

正　

順

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、『
敦
煌
秘
笈
』
で
題
名
に
礼
懺
文
（
（
（

と
表
記
が
あ
る
も

の
、
内
容
が
礼
懺
文
と
重
な
る
も
の
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
徴
を
報

告
す
る（

（
（

。

一　

羽
三
九

　

杏
雨
書
屋
編
『
敦
煌
秘
笈
』
影
片
冊
一
（
二
〇
〇
九
、
公
益
財
団

法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
）
二
五
八
～
二
六
八
頁

一
―
一　

羽
三
九
Ｒ　

七
階
佛
名
經

（
3
（�　

�

　

首
題
・
尾
題
共
に
欠
だ
か
ら
、
こ
の
題
名
は
編
集
段
階
で
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。〈
宮
井
〉
を
参
考
に
す
れ
ば
、
題
名
が
安
定
し

な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、「
七
階
仏
名
」・「
七
階
礼
懺
」・「
七

階
礼
懺
文
」
等
が
適
切
と
思
わ
れ
る（

4
（

。
楷
書
体
で
書
か
れ
て
お
り
、

書
き
ぶ
り
か
らL142

～L148

は
筆
者
が
別
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

L121-L147

の
「
昼
夜
六
時
発
願
文
」
は
Ｓ
五
九
に
は
な
く
、

『
集
諸
経
礼
懺
儀
巻
上
（
5
（

』
に
同
様
の
文
が
あ
り
、
羽
三
九
Ｒ
で
は
一

部
が
省
略
さ
れ
、
四
弘
誓
願
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
制
法
』

（
Ｐ
二
八
四
九
）
の
礼
仏
法
と
『
礼
仏
懺
悔
文
』（
Ｓ
二
五
七
四
）
中

の
「『
昼
夜
六
時
発
願
法
』
信
行
禅
師
撰
」
に
も
、L139-L143

と

同
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
階
教
の
礼
仏
法
を
規
定
し
た
文
の

一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（

6
（

。
こ
の
昼
夜
六
時
発
願
法
に
つ
い
て
は
、

〈
西
本
〉
に
詳
し
い（

7
（

。

　

Ｓ
五
九
と
羽
三
九
Ｒ
で
は
、
黄
昏
無
常
偈
①
（
Ｓ
五
九
で
は
黄
昏

偈
）
と
無
常
偈
の
順
序
が
逆
で
、
羽
三
九
Ｒ
で
は
、「
諸
行
無
常
」

で
は
じ
ま
る
無
常
偈
も
黄
昏
無
常
偈
に
含
め
て
い
る
。
Ｓ
五
九
の
無



─ （54 ─

常
偈
は
「
諸
行
無
常
偈
」「
黄
昏
偈
」「
初
夜
無
常
偈
」「
日
午
無
常

偈
」
の
四
つ
で
、
こ
れ
ら
が
連
続
し
て
書
か
れ
、「
日
午
無
常
偈
」

の
あ
と
に
「
十
方
仏
名
」「
懺
悔
文
」「
寅
朝
礼
懺
文
」「
尾
題
」
と

次
第
す
る
。
羽
三
九
Ｒ
に
は
、
Ｓ
五
九
に
あ
る
「
十
方
仏
名
」「
懺

悔
文
」「
寅
朝
礼
懺
文
」
な
ど
は
な
い
。

　

六
時
の
無
常
偈
が
全
て
揃
っ
て
連
続
し
て
書
か
れ
る
形
式
は
、
典

型
的
な
七
階
礼
懺
文
や
他
の
系
統
の
礼
懺
文
に
も
み
ら
れ
ず
、「
人

間
怱
怱
營
衆
務
・
・
・
」
の
黄
昏
無
常
偈
は
「
往
生
礼
讃
文
」
に
し

か
み
ら
れ
な
い（

8
（

。
よ
っ
て
、
羽
三
九
Ｒ
は
型
と
し
て
は
七
階
礼
懺
文

の
系
統
で
あ
る
が
、
往
生
礼
讃
文
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
書
け
な
い

礼
懺
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
―
二　

羽
三
九
Ｖ

　

こ
れ
に
は
、
六
種
の
文
が
書
か
れ
て
お
り
、（
一
）
般
若
波
羅
蜜

多
経
経
題
、（
二
）
金
光
明
寺
主
恵
登
書
状
習
字
、（
三
）
舜
子
變
、

（
四
）
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
経
題
、（
五
）
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
、

（
六
）
禮
懺
文
、
と
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。（
一
）
～
（
五
）
ま
で

は
用
紙
の
右
端
か
ら
始
ま
り
上
か
ら
下
へ
、（
六
）
は
左
端
か
ら
始

ま
っ
て
下
か
ら
上
へ
上
下
逆
さ
ま
に
書
か
れ
て
い
る
。（
六
）
を
書

く
と
き
に
紙
の
上
下
を
逆
に
し
て
右
端
か
ら
書
き
始
め
た
こ
と
が
わ

か
る
。（
三
）
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
文
字
量
が
あ
る
が
、（
一
）

（
二
）（
四
）（
五
）
は
、
文
字
量
が
少
な
く
、
習
字
の
跡
が
残
っ
て

い
る
な
ど
、
六
種
の
配
列
に
何
か
明
確
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は

難
し
い
。
書
か
れ
方
を
見
る
と
、（
一
）（
二
）（
四
）（
五
）
を
避
け

る
形
で
（
三
）
が
飛
び
飛
び
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
余
白
の
大
き

か
っ
た
紙
を
再
利
用
す
る
形
で
（
三
）
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た
と
想

像
し
た
い
。

　
（
五
）
に
は
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
一
巻　

如
是
我
聞
一
時
薄
伽

梵
住
王
舍
城
鷲
峯
山
中
與
大
苾
蒭
衆
及
諸
菩
薩
摩
訶
薩
倶
」
と
あ
る
。

こ
の
『
般
若
心
経
は
』、
序
文
を
持
つ
い
わ
ゆ
る
大
本
の
『
般
若
心

経
』
で
、「
大
苾
蒭
衆
」
の
あ
と
が
「
及
諸
菩
薩
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
法
成
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（

9
（

。
法
成
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九

世
紀
中
頃
の
チ
ベ
ッ
ト
僧
で
、
廃
仏
に
よ
り
敦
煌
に
逃
れ
て
訳
経
に

従
事
し
た
僧
で
、
同
一
の
序
文
を
も
つ
『
般
若
心
経
』
は
そ
れ
以
前

に
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
羽
三
九
Ｖ
も
八
世
紀
後
半
以
降
の
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。

　
（
六
）
礼
懺
文
も
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
字
粒
は
大
き
く
豪
快
な
行
書
体
だ
が
、
右
上
が
り
が
強
く
、

か
な
り
急
い
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
帰
依
三
宝
」
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
前
の
行
に
も
三
文
字
確
認
で
き
る
か
ら
、
当
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初
は
「
帰
依
三
宝
」
以
前
に
も
文
字
が
あ
っ
た
も
の
の
、
後
に
冒
頭

の
数
行
が
摩
耗
し
て
見
え
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
内
容
は
、

「
寅
朝
礼
懺
」「
寅
朝
清
浄
偈
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寅
朝
礼

懺
文
で
あ
る
。

　
〈
汪
〉
が
「
寅
朝
禮
」
を
三
類
型
に
分
け
た
乙
類
、
即
ち
、
十
方

佛
を
礼
拝
す
る
が
十
方
佛
の
仏
名
を
明
確
に
指
示
し
な
い
類
型
の
も

の
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
乙
類
の
資
料
と
し
て
Ｐ
二
六
九
二

と
Ｐ
三
〇
三
八
を
使
用
し
て
い
る（

（0
（

。

　

羽
三
九
の
Ｒ
と
Ｖ
は
、
直
接
的
な
関
係
を
示
す
も
の
は
な
い
が
、

同
一
用
紙
の
表
と
裏
な
の
で
、
同
時
期
の
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然

か
と
思
う
。
し
か
し
、
書
き
ぶ
り
が
あ
ま
り
に
も
違
う
こ
と
や
内
容

の
完
成
度
の
差
に
鑑
み
て
も
、
一
連
の
流
れ
で
書
か
れ
た
も
の
と
は

言
い
難
い
だ
ろ
う
。

　

同
一
紙
に
書
か
れ
た
法
成
訳
般
若
心
経
の
存
在
が
、
こ
の
礼
懺
文

が
八
世
紀
後
半
以
降
に
敦
煌
地
方
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

二　

羽
六
八
三

　

杏
雨
書
屋
編
『
敦
煌
秘
笈
』
影
片
冊
九
（
二
〇
一
三
、
公
益
財
団

法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
）
五
一
～
五
五
頁

二
―
一　

羽
六
八
三
―
１

　

縦
十
四
・
五
㎝
×
横
十
・
三
㎝
の
冊
子
で
、
四
枚
の
紙
を
重
ね
た

中
綴
じ
形
式
。
題
名
は
「
擬
無
常
偈
」
と
し
て
い
る
。
内
容
は
初
夜

無
常
偈
で
、
文
字
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
Ｓ
五
九
の
典
型
的
な
七

階
礼
懺
文
に
あ
る
初
夜
無
常
偈
と
同
文
で
あ
る
。
冊
子
本
の
表
紙
の

表
に
文
が
あ
る
こ
と
が
不
自
然
と
み
た
た
め
「
擬
」
と
し
た
の
だ
ろ

う
か（

（（
（

。
二
―
二　

羽
六
八
三
―
２

　

題
名
は
「
寅
朝
礼
懺
文
」
と
し
て
い
る
。
尾
題
を
「
下
座
各
已
六

念
了
也
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
礼
懺
文
の
一
部
な
の
で
「
尾
題

は
欠
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〈
汪
〉
で
「
寅
朝
禮
」
を
三
類
型
に

分
け
た
甲
類
、
即
ち
、「
東
方
全
徳
佛
」
な
ど
、
礼
拝
の
対
象
と
な

る
十
方
佛
の
仏
名
を
明
確
に
指
示
す
る
類
型
の
も
の
と
一
致
す
る
。

〈
汪
〉
の
分
類
で
は
甲
類
が
最
も
多
く
、
当
該
資
料
と
し
て
十
三
本

の
写
本
を
提
示
し
て
い
る（

（（
（

。

　

寅
朝
礼
に
は
、
六
念
の
詳
細
が
続
く
も
の
や
、
さ
ら
に
「
三
帰

依
」「
和
南
」
が
続
く
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
羽
六
八
三
は
こ
こ
ま

で
で
終
わ
っ
て
い
る
。
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三　

羽
七
五
五

　

杏
雨
書
屋
編
『
敦
煌
秘
笈
』
影
片
冊
九
（
二
〇
一
三
、
公
益
財
団

法
人
武
田
科
学
振
興
財
団
）
三
〇
一
～
三
〇
四
頁

三
―
一　

羽
七
五
五
Ｒ

　

題
名
は
「
建
中
辛
酉
五
月
沙
州
安
九
謨
大
草
信
札
」
と
し
て
い
る
。

建
中
辛
酉
（
七
八
一
年
）
に
敦
煌
の
安
九
謨
が
大
字
の
草
書
で
書
い

た
書
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
内
容
か
ら
こ
れ
は
祭
文
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。L010

「
尚
饗
」
の
二
字
は
祭
文
の
末
尾
に
用
い
る

語
で
あ
り
、L002-L003

の
「
清
酌
」
は
神
仏
に
献
じ
る
酒
の
こ
と

で
、
そ
れ
を
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
自
分
の
娘
に
捧
げ
霊
を
ま
つ
る

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
極
め
て
優
れ
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
薬

石
の
効
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。

三
―
二　

羽
七
五
五
Ｖ

　

題
名
は
「
黄
昏
礼
懺
文
」
と
し
て
い
る
。
黄
昏
無
常
偈
が
あ
る
の

で
そ
の
よ
う
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

L002

に
「
発
願
已
至
心
帰
命
三
寶
」
と
あ
る
の
で
、
発
願
の
内

容
が
前
段
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
七
階
礼
懺
文
系
統
で

L001-L002

の
よ
う
な
発
願
の
内
容
を
も
つ
も
の
は
見
ら
れ
ず
、

「
文
殊
師
利
菩
薩
無
相
十
禮
」
に
近
い
表
現
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。〈
汪
〉
は
こ
れ
を
「
法
身
礼
（
無
相
礼
）」
と
し
、
法
身
礼
を
さ

ら
に
三
類
型
に
分
け
、
そ
の
中
の
丙
類
に
分
類
し
て
い
る（

（3
（

。〈
汪
〉

が
丙
類
の
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
は
Ｐ
二
二
一
二
で
、
羽
七

五
五
Ｖ
の
発
願
に
近
い
文
は
次
の
傍
線
箇
所
で
あ
る
。

至
心
發
願　

令
諸
衆
生
妨
六
賊　

悲
智
二
照
現
前
行　

不
斷
不

常
離
無
量　

非
空
非
有
惶
了
行　

四
智
三
身
縁
彼
體　

三
身
縁

彼
體　

五
眼
常
照
浪
三
明　

三
衆
意
生
無
障
礙　

菩
提
樹
下
度

群
萠　

發
願
已
歸
命
禮
法
身
如
來
一
切
恭
敬

歸
佛
徳
菩
提　

道
心
恒
不
退　

願
共
諸
衆
生　

同
入
眞
如
體

歸
法
薩
般
若　

得
大
總
持
門　

願
共
諸
衆
生　

同
入
眞
如
海

歸
僧
息
諍
論　

同
入
和
合
海　

願
諸
衆
生
等　

悉
發
菩
提
心

三
業
恒
清
淨　

和
南
衆
法
身
佛（

（4
（

　

こ
の
よ
う
に
、「
法
身
礼
」
Ｐ
二
二
一
二
に
は
、
一
切
誦
は
な
く
、

発
願
の
あ
と
三
帰
に
な
る
。
三
帰
文
も
、
二
句
目
と
四
句
目
に
一
致

し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、「
願
共
諸
衆
生
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
。

こ
の
あ
と
に
「
寅
朝
清
淨
偈　

欲
求
寂
滅
樂
・
・
・
」「
午
時
無
常

偈　

人
生
不
精
進
・
・
・
」
と
続
く
が
、
黄
昏
無
常
偈
は
な
く
、
そ

の
後
の
無
常
偈
や
歎
仏
も
な
い
。
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〈
汪
〉
が
七
階
礼
懺
系
の
「
黄
昏
礼
」
と
し
て
甲
乙
丙
三
種
に
分

類
し
た
七
本
の
写
本
は
い
ず
れ
も
、
一
切
誦
→
説
偈
発
願
→
三
帰
依

→
黄
昏
（
無
常
）
偈
→
無
常
偈
と
い
う
流
れ
で
羽
七
五
五
Ｖ
と
一
致

す
る
が
、
三
帰
依
が
「
自
帰
依
・
・
・
」
で
あ
り
、
無
常
偈
も
、
甲

類
は
「
黄
昏
無
常
偈　

西
方
日
已
暮
…
」、
乙
類
は
「
三
晡
無
常
偈　

西
方
日
已
没
…
」、
丙
類
は
「
此
時
偈　

世
界
不
牢
固
…
」
で
、「
人

間
怱
怱
營
衆
務
・
・
・
」
は
な
い（

（5
（

。
な
お
、
七
階
礼
懺
文
の
典
型
Ｓ

五
九
で
も
「
黄
昏
偈　

此
日
已
過
…
」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、〈
汪
〉
が
十
二
光
礼
懺
系
と
し
て
七
本
の
写
本
を
甲
乙
二

種
に
分
類
し
た
う
ち
の
乙
類
と
流
れ
は
お
お
か
た
一
致
す
る
が
、
発

願
の
内
容
が
違
う
。
無
常
偈
は
「
辰
朝
清
浄
偈　

欲
求
寂
滅
樂
…
」

で
あ
り
、
諸
行
無
常
偈
の
あ
と
の
嘆
仏
は
な
い（

（6
（

。
さ
ら
に
、〈
宮
井
〉

が
対
応
表
で
使
用
し
て
い
る
Ｐ
二
七
二
二
「
往
生
礼
讃
文
」
と
流
れ

は
一
致
す
る
も
の
の
、
発
願
の
内
容
が
違
い
、
一
切
誦
が
な
く
「
次

作
梵
」
と
あ
る
の
み
で
、
説
偈
発
願
の
偈
文
も
違
う
。
三
帰
依
は
各

偈
の
書
き
出
し
が
同
じ
も
の
の
、
そ
の
後
の
内
容
が
違
う
。
無
常
偈

は
一
致
す
る
が
、
諸
行
無
常
偈
と
嘆
仏
が
な
い（

（7
（

。

　

L018-L020

の
「
嘆
仏
」
と
見
出
し
の
あ
る
箇
所
に
は
、「
天
上

天
下
無
如
仏
…
」「
容
顔
甚
其
妙
…
」
と
二
種
類
の
歎
仏
の
偈
が
書

か
れ
て
い
る
。
前
者
は
十
二
光
礼
懺
文
の
乙
類
写
本
の
前
半
に
あ
る

し
（
（8
（

、『
集
諸
経
礼
懺
儀
』
に
も
見
ら
れ
る
が（

（9
（

、「
容
顔
甚
其
妙
…
」
は

礼
懺
文
の
歎
仏
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
近
い
偈
文
と
し
て
、

羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
經
』
の
讃
佛
の
偈
「
容
顏
甚
奇
妙　

光
明
照
十

方　

我
適
曾
供
養　

今
復
還
親
覲
（
（0
（

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
羽
七
五
五
Ｖ
は
、
流
れ
と
し
て
は
七
階
礼
懺
文
系
・

十
二
光
礼
懺
文
系
・
往
生
礼
讃
文
系
と
一
致
し
て
く
る
も
の
の
、
各

項
目
の
内
容
は
様
々
な
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
往
生

礼
讃
文
」
に
し
か
見
ら
れ
な
い
「
人
間
怱
怱
營
衆
務
・
・
・
」
の
無

常
偈
が
「
黄
昏
無
常
偈
」
と
し
て
記
さ
れ
、
そ
の
前
後
は
他
の
各
種

礼
懺
文
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
『
敦
煌
秘
笈
』
で
は
、「
建
中
辛
酉
」
か
ら
始
ま
る
祭
文
の
面
を
表
、

礼
懺
文
の
面
を
裏
と
し
て
い
る
が
、
界
線
を
引
い
て
謹
厳
な
楷
書
体

で
礼
懺
文
を
書
い
て
い
る
面
を
表
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
面
に
は
、
文
字
が
二
十
行
残
っ
て
い
る
が
、
紙
が
不
自
然
に
切

ら
れ
て
い
る
た
め
、
前
後
に
も
文
字
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一

切
誦
・
無
常
偈
・
歎
仏
等
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
切
り
取
り
、
そ
の

裏
に
祭
文
を
書
い
て
、
安
九
謨
と
い
う
人
物
が
自
ら
の
娘
の
菩
提
を

弔
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
な
お
、
書
き
ぶ
り
か
ら
表
と
裏
の
書
写
者

は
同
一
で
は
な
い
と
い
え
る
。
安
九
謨
が
何
ら
か
の
方
法
で
礼
懺
文

を
入
手
し
、
そ
の
裏
に
、
失
意
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
丁
寧
に
祭
文
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を
書
き
上
げ
た
と
想
像
で
き
る
。
草
書
体
の
く
ず
し
を
用
い
な
が
ら

も
、
か
す
れ
や
連
綿
は
な
く
、
一
字
一
字
慎
重
に
筆
を
運
ん
で
い
る
。

　

表
と
裏
で
大
き
な
時
間
の
隔
た
り
は
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
七
八
一
年
頃
に
敦
煌
地
方
で
は
、

七
階
礼
懺
文
系
・
十
二
光
礼
懺
文
系
・
往
生
礼
讃
文
系
の
礼
懺
文
が

揃
っ
て
お
り
、
特
定
の
形
式
に
拘
束
さ
れ
ず
に
、
様
々
な
形
式
の
礼

懺
文
を
独
自
に
組
み
合
わ
せ
て
、
あ
る
程
度
自
由
に
使
用
し
て
い
た

可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
仏
道
修
行
者
が
自
ら
の
修
行
の
一
環
と
し
て
礼
懺
文
を
使

用
し
た
儀
式
を
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
仏
道
修
行
者
で
は
な
い
立

場
の
人
が
死
者
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
適
し
た
文
章
と
し
て
「
礼
懺

文
」
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

小
結

　

以
上
、
羽
三
九
・
羽
六
八
三
・
羽
七
五
五
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
礼
懺
文
同
士
に
直
接
的
な
繋
が
り
は
見
い
だ
せ

な
い
が
、
羽
三
九
で
は
法
成
訳
の
『
般
若
心
経
』、
羽
七
五
五
で
は

安
九
謨
と
い
う
人
物
名
な
ど
、
敦
煌
地
方
に
結
び
つ
く
情
報
が
み
ら

れ
た
。
ま
た
、
羽
七
五
五
で
は
、
七
八
一
年
と
い
う
年
代
と
死
者
の

祭
文
と
し
て
の
礼
懺
文
と
い
う
要
素
も
み
ら
れ
た
。
各
礼
懺
文
の
内

容
は
、
七
階
礼
懺
文
系
・
十
二
光
礼
懺
文
系
・
往
生
礼
讃
文
系
と

様
々
で
あ
り
、
八
世
紀
末
の
敦
煌
地
方
で
は
、
こ
れ
ら
が
揃
い
、
各

種
儀
礼
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

１　

矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
）
で
、
Ｓ
五
九

『
七
階
佛
名
』
を
底
本
と
し
て
数
本
を
対
校
し
た
礼
懺
文
が
翻
刻
さ
れ
、
七

階
礼
懺
文
の
典
型
が
示
さ
れ
た
こ
と
（
五
一
二
～
五
三
六
頁
）
が
七
階
礼
懺

文
研
究
の
嚆
矢
と
い
え
る
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
経
過
し
て
、
廣
川
暁
敏
が

「
敦
煌
出
土
七
階
仏
名
経
に
つ
い
て
―
三
階
教
と
浄
土
教
と
の
交
渉
―
」

（『
宗
教
研
究
』
二
五
一
号
、
一
九
八
二
）
で
一
二
七
本
も
の
礼
懺
文
を
整
理

し
、
系
統
の
分
類
を
試
み
て
い
る
。
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』（
春
秋

社
、
一
九
九
八
）
で
は
、
新
た
に
翻
刻
し
た
三
階
教
諸
文
献
の
中
に
七
階
礼

懺
と
同
様
の
儀
礼
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
汪
娟
『
敦
煌
禮
讃

文
研
究
』
中
華
佛
學
研
究
所
論
叢
一
八
（
台
湾
・
法
鼓
文
化
、
一
九
九
八
）

で
は
、
七
階
礼
懺
に
限
ら
ず
、
法
身
礼
・
十
二
光
礼
・
金
剛
五
礼
・
上
生

礼
・
讃
礼
地
蔵
菩
薩
懺
悔
発
願
法
と
い
っ
た
様
々
な
礼
懺
文
に
つ
い
て
、
膨

大
な
敦
煌
文
献
を
整
理
し
て
い
る
。
宮
井
里
佳
「
善
導
浄
土
教
の
成
立
に
つ

い
て
の
試
論
―
『
往
生
礼
讃
』
を
め
ぐ
っ
て
―
（
荒
牧
典
俊
編
『
北
朝
隋
唐

中
国
仏
教
思
想
史
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
、
所
収
）
で
は
、
往
生
礼
讃
文
・

敬
礼
法
（『
国
清
百
録
』）・
十
方
仏
名
経
（『
集
諸
経
礼
懺
儀
』）・
十
二
光

礼
・
七
階
礼
懺
の
対
応
表
を
作
成
し
、『
往
生
礼
讃
』
と
各
礼
懺
文
と
の
関

係
を
精
査
し
、
影
響
の
過
程
を
指
摘
し
て
い
る
。
柴
田
泰
山
『
善
導
教
学
の

研
究
』
第
二
巻
（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
）
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ

ま
え
、『
七
階
仏
名
』
と
『
往
生
礼
讃
』
の
一
部
を
対
照
し
て
接
点
を
指
摘

し
、「『
往
生
礼
讃
』
の
原
初
形
態
を
『
七
階
仏
名
』（
Ｓ
五
九
）
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。（
二
八
頁
）」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
い
ま
挙
げ
た
西
本
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の
著
書
を
〈
西
本
〉、
汪
の
論
文
を
〈
汪
〉、
宮
井
の
論
文
を
〈
宮
井
〉
と
表

記
す
る
。

2　

翻
刻
は
、
大
正
大
学
表
現
学
部
表
現
文
化
学
科
研
究
紀
要
『
表
現
学
』
第

四
号
に
掲
載
予
定
。
本
文
中
の
「
Ｌ
算
用
数
字
」
は
、
行
数
を
示
す
。

3　
〈
宮
井
〉
の
対
応
表
と
矢
吹
の
翻
刻
を
参
考
に
し
た
。

4　

廣
川
は
注
１
前
掲
論
文
で
、
七
階
仏
名
経
と
七
階
礼
懺
を
区
別
し
、
前
者

か
ら
後
者
へ
発
展
し
た
と
す
る
が
、〈
宮
井
〉
で
は
、
内
容
が
重
な
る
も
の

の
七
階
礼
、
仏
説
七
階
礼
仏
名
経
、
仏
説
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
等
略
礼
七

階
仏
懺
悔
法
一
巻
、
と
い
っ
た
異
な
っ
た
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
写
本
が
複

数
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
確
な
区
別
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

5　

正
蔵
四
七
・
四
六
五
頁
中
～
下

6　
〈
西
本
〉
四
四
二
～
四
四
三
頁

7　
〈
西
本
〉
四
四
四
・
四
七
一
頁

8　
〈
汪
〉
の
整
理
に
よ
る
。「
往
生
礼
讃
文
」
に
つ
い
て
は
、
十
二
光
礼
の
と

こ
ろ
で
同
系
統
の
も
の
と
し
て
比
較
し
て
い
る
（
七
五
～
一
一
四
頁
）。

9　

福
井
文
雅
『
般
若
心
経
の
総
合
的
研
究
―
歴
史
・
社
会
・
資
料
－
』（
春

秋
社
、
二
〇
〇
〇
）
六
二
、
四
八
三
～
四
八
九
頁

10　
〈
汪
〉
一
五
一
～
一
六
四
頁

11　
『
敦
煌
秘
笈
』
記
事
の
翻
刻
に
誤
字
脱
字
が
あ
る
。

12　
〈
汪
〉
一
五
一
～
一
六
四
頁

13　
〈
汪
〉
三
三
～
七
四
頁

14　

正
蔵
八
五
・
一
二
九
六
頁
下

15　
〈
汪
〉
一
六
四
～
一
七
九
頁

16　
〈
汪
〉
七
五
～
一
一
四
頁

17　
〈
宮
井
〉
三
六
七
頁
で
、「
次
作
梵
」
の
梵
唄
は
「
處
世
界
・
・
・
」
で
あ

ろ
う
し
て
い
る
。

18　
〈
汪
〉
八
〇
頁

19　

正
蔵
四
七
・
四
五
七
頁
中

20　

正
蔵
九
・
五
三
頁
下
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は
じ
め
に

　
「
大
願
業
力
」
と
「
増
上
縁
」
の
語
は
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
三

師
が
い
ず
れ
も
用
い
て
い
る
共
通
の
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
共
通
の
語
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
含
め
ら
れ
て
い

る
意
味
ま
で
も
同
じ
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。
そ

こ
で
曇
鸞
が
使
用
す
る
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
察
し
、

曇
鸞
が
用
い
る
「
大
願
業
力
」
と
い
う
語
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
因
位

の
時
の
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
（
四
十
八
願
（
が
修
行
に
よ
っ
て
成
就
し
、

果
位
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
と
な
っ
て
は
た
ら
く
そ
の
力
の
こ
と
で

あ
り
、
四
十
八
願
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た（

（
（

 

。
こ
こ
で
は
「
大
願
業
力
」
と
「
増
上
縁
」
の
関
係
性
に

つ
い
て
、
道
綽
・
善
導
の
理
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
、「
大
願
業

力
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
論

　
「
大
願
業
力
」
と
「
増
上
縁
」
を
関
係
づ
け
た
の
は
、
道
綽
禅
師

（
五
六
二
―
六
四
五
、
以
下
、
敬
称
略
）
で
あ
る
。
道
綽
は
自
身
の

著
『
安
楽
集
』
第
三
大
門
、
第
一
「
難
行
道
易
行
道
を
弁
ず
」
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

臨
二テ
命
終
ノ
時
一ニ
、
阿
彌
陀
如
來
光
臺
迎
接
遂
ニ
得
二シ
ム
ル
ヲ
往
生
一ヲ
、

即
爲
二

他
力
一ト
。
故
ニ

大
經
ニ

云
、
十
方
ノ

人
天
欲
ㇾス
ル

生
二セ
ン
ト

我
カ

國
一ニ
者
ハ
、
莫
ㇾシ
不
下ト
云
ヿ
皆
以
二
阿
彌
陀
如
來
ノ
大
願
業
力
一ヲ
爲
中
增

上
縁
上ト
也
。
若
不
ㇾン
ハ
如
ㇾナ
ラ
是
ノ
、
四
十
八
願
便
是
レ
徒
ニ
設
ク
ル
ナ
ラ
ン
。

語
二ク
後
ノ
學
者
一ニ
、
既
ニ
有
二リ
他
力
ノ
可一ㇾキ
乘
ス
。
不
ㇾレ
得
下
自
局
二シ
テ
己

分
一ニ
徒
ニ
在
中ヿ
ヲ
火
宅
上ニ
也（

（
（

。

　

道
綽
は
命
終
の
時
に
臨
ん
で
、
阿
弥
陀
仏
は
光
台
を
以
て
迎
接
し

大
願
業
力
と
増
上
縁
の
関
係
―
善
導
に
お
け
る
「
乗
」
の
用
例
か
ら
―

小　

川　

法　

道
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て
往
生
を
得
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
を
他
力
と
い
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
故
「
大
経
に
云
く
」
と
し
て
、「
十
方
の
人
天
で
我
が
国
に
往
生

し
た
い
と
思
う
者
は
、
み
な
阿
弥
陀
如
来
の
大
願
業
力
を
も
っ
て
増

上
縁
と
す
る
」
と
説
い
て
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
四
十
八
願
は
有

名
無
実
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
道
綽
は
こ
の
「
大
願
業
力
」
や

「
増
上
縁
」
を
『
無
量
寿
経
』
の
意
に
求
め
て
い
る
が
、『
無
量
寿

経
』
に
は
「
大
願
業
力
」
や
「
増
上
縁
」
の
語
や
こ
れ
に
類
似
し
た

文
は
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
で
道
綽
に
影
響
を
与
え
た
曇
鸞
大
師
（
四

七
六
―
五
四
二
、
以
下
、
敬
称
略
）
の
『
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
）
か
ら

「
増
上
縁
」
の
用
法
を
見
て
み
た
い（

3
（

。
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に

「
増
上
縁
」
と
い
う
語
は
巻
上
「
願
生
偈
」
中
に
出
る
「
無
垢
光
炎

熾　

明
淨
曜
世
間
」
の
釈
の
中
に
一
ヶ
所
、
巻
下
の
論
最
末
尾
に
出

る
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
を
解
説
す
る
所
で
二
ヶ
所

の
計
三
回
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
該
当
箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
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
。
是
ノ
故
ニ
言
二
無
垢
光
炎
熾
明
淨
曜
世
間（

4
（

一ト
。

問
曰
、
有
二テ
カ

何
ノ

因
縁
一

言
二ヤ

速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
一ト
。
答
曰
、
論
ニ
言
、
修
二
五
門
ノ
行
一ヲ
以
二ノ
自
利
利
他
成
就
一ス
ル
ヲ

故
ニ
。
然
ル
ニ
覈
ニ
求
二ル
ニ
其
ノ
本
一ヲ
、
阿
彌
陀
如
來
ヲ
爲
二
增
上
縁
一ト
。

他
利
ト
之
與
二
利
他
一
談
ス
ル
ニ
有
二リ
左
右
一。
若
自
ㇾシ
テ
佛
而
言
ハ
ヽ
宜
ㇾク

言
二
利
他
一ト
。
自
二シ
テ
衆
生
一
而
言
ハ
ヽ
宜
ㇾク
言
二
他
利
一ト
。
今
將
ㇾニ
談
二セ
ン

ト
佛
力
一ヲ
。
是
ノ
故
ニ
以
二
利
他
一ヲ
言
ㇾフ
之
。
當
ㇾニ
知
ル
、
此
ノ
意
也
。

凡
是
レ
生
二ス
ル
ト
彼
ノ
淨
土
一ニ
及
彼
ノ
菩
薩
人
天
ノ
所
起
ノ
諸
行
ト
ハ
、
皆

縁
二ル
カ
阿
彌
陀
如
來
ノ
本
願
力
一ニ
故
。
何
以
カ
言
ㇾ
之
ヲ
。
若
非
二ン
ハ

佛
力
一ニ
、
四
十
八
願
便
是
レ
徒
ニ
設
ナ
ラ
ン
。
今
的
カ
ニ
取
二テ
三
願
一ヲ
、

用
テ
證
二セ
ン
義
意
一ヲ
。
願
ニ
言
、
設
シ
我
得
ㇾタ
ラ
ン
ニ
佛
、
十
方
ノ
衆
生
、

至
心
ニ

信
樂
、
欲
ㇾシ
テ

生
二セ
ン
ト

我
カ

國
一ニ
、
乃
至
十
念
セ
ン
ニ
、
若
シ

不
ㇾハ
得
ㇾ
生
ス
ル
ヿ
ヲ
者
、
不
ㇾ
取
二
正
覺
一ヲ
。
唯
除
三ク
ト
五
逆
ニ

誹
二
謗

ス
ル
ヲ
ハ

正
法
一ヲ
。
縁
二ル
カ

佛
ノ

願
力
一ニ

故
ニ
、
十
念
ノ

念
佛
ヲ
モ
テ

便
得
二

往
生
一ヲ
。
得
二ル
カ
往
生
一ヲ
故
ニ
、
即
免
二ル
三
界
輪
轉
ノ
之
事
一ヲ
。
無
二カ
輪

轉
一
故
ニ
、
所
以
ニ
得
レ
速
ナ
ル
ヿ
ヲ
。
一
ノ
證
也
。
願
言
、
設
シ
我
得
ㇾタ

ラ
ン
ニ
佛
ヲ
、
國
中
ノ
人
天
、
不
下ハ
住
二シ
正
定
聚
一ニ
必
至
中ラ
滅
度
上ニ
者
、

不
ㇾト
取
二
正
覺
一ヲ
。
縁
二ル
カ
佛
ノ
願
力
一ニ
故
ニ
、
住
二ス
正
定
聚
一ニ
。
住
二ス
ル
カ

正
定
聚
一ニ
故
ニ
、
必
至
二テ
滅
度
一ニ
、
無
二シ
諸
ノ
迴
伏
ノ
之
難
一。
所
以
ニ

得
ㇾ
速
ナ
ル
ヿ
ヲ
。
二
ノ
證
也
。
願
ニ
言
、
設
シ
我
得
ㇾタ
ラ
ン
ニ
佛
ヲ
、
他
方

佛
土
ノ
諸
菩
薩
衆
、
來
二
生
我
カ
國
一ニ
、
究
竟
必
至
二ラ
ン
一
生
補

處
一ニ
。
除
下
其
ノ
本
願
ア
テ
自
在
ノ
所
ㇾ
化
ス
ル
爲
二ノ
衆
生
一ノ
故
ニ
、
被
二テ
弘
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誓
ノ
鎧
一ヲ
、
積
二
累
シ
德
本
一ヲ
、
度
二
脱
一
切
一ヲ
、
遊
二
諸
佛
國
一ニ
、

修
二シ
菩
薩
ノ
行
一ヲ
、
供
二
養
シ
十
方
ノ
諸
佛
如
來
一ヲ
、
開
二
化
恒
沙
無

量
ノ
衆
生
一ヲ
、
使
ヲ
ハ

㆖
㆑　

立
二テ
無
上
正
眞
ノ
之
道
一ヲ
。
超
二
出
シ
常
倫
諸
地

ノ
之
行
一ヲ
、
現
前
ニ
修
二
習
セ
ン
普
賢
之
德
一ヲ
。
若
不
ㇾハ
爾
者
、
不
ㇾト
取

二

正
覺
一ヲ
。
縁
二ル
カ

佛
ノ
願
力
一ニ
故
ニ
、
超
二
出
シ
常
倫
諸
地
ノ
之
行
一ヲ
、

現
前
ニ
修
二
習
ス
普
賢
之
德
一ヲ
。
以
ㇾノ
超
二
出
ス
ル
ヲ
常
倫
諸
地
ノ
行
一ヲ
故

ニ
、
所
以
ニ
得
ㇾ
速
ナ
ル
ヿ
ヲ
。
三
ノ
證
也
。
以
ㇾ
斯
ヲ
而
推
ス
ル
ニ
他
力
ヲ

爲
二
增
上
縁（

5
（

一ト
。

　

曇
鸞
が
使
用
す
る
「
増
上
縁
」
は
右
の
傍
線
部
の
三
ヵ
所
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏
の
願
力
や
他
力
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
使
用
し
て

い
る
。
こ
こ
で
『
往
生
論
註
』
巻
下
の
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐

三
菩
提
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
曇
鸞
は
何
の
因
縁
あ
っ
て
速
や

か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
設
け
て

い
る
。
そ
れ
は
「
五
念
門
」
を
修
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
利
行
と
利

他
行
を
成
就
し
た
か
ら
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
の
成
就
の
根
本
を
求

め
る
と
阿
弥
陀
仏
を
「
増
上
縁
」
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ

の
「
増
上
縁
」
に
つ
い
て
、
仏
側
よ
り
言
え
ば
「
利
他
」、
衆
生
側

か
ら
は
「
他
利
」
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
来
一
体
の
異
名
を
曇
鸞

は
「
仏
力
」
に
つ
い
て
談
じ
よ
う
と
す
る
か
ら
「
利
他
」
と
言
う
の

で
あ
る
。
お
よ
そ
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
も
、
極

楽
の
菩
薩
・
人
天
が
起
す
諸
行
も
、
み
な
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
縁

る
か
ら
で
あ
り
、
も
し
仏
力
に
縁
る
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
四
十

八
願
は
全
て
徒
設
と
な
る
と
し
て
、
三
願
を
以
て
義
意
を
証
明
し
よ

う
と
す
る
。
第
十
八
願
に
関
し
て
は
「
仏
の
願
力
に
縁
る
」
か
ら
十

念
で
往
生
す
る
の
で
あ
り
、
往
生
す
る
か
ら
三
界
に
輪
転
す
る
こ
と

も
免
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
十
一
願
に
関
し
て
は
「
仏
の
願
力

に
縁
る
」
か
ら
正
定
聚
に
住
し
、
滅
度
に
至
り
て
廻
伏
の
難
が
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
十
二
願
に
関
し
て
は
「
仏
の
願
力
に
縁

る
」
か
ら
常
倫
諸
地
の
行
を
超
出
し
、
現
前
に
普
賢
菩
薩
の
徳
を
修

習
す
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
れ
ら
第
十
八
・
十
一
・
二
十
二
願
の

三
願
を
選
び
出
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
こ

と
を
証
明
し
、
仏
が
衆
生
に
働
き
か
け
る
、
衆
生
が
そ
れ
に
乗
ず
る

仏
力
の
実
質
的
な
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
の
に
「
増
上
縁
」
と
い
う

語
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
曇
鸞
の
「
増
上
縁
」
の
理
解
が
見

い
だ
せ
る
。
つ
ま
り
そ
の
「
増
上
縁
」
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
実

質
的
な
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
道
綽
に
論
を
戻
す
こ
と
に
す
る
。
道
綽

は
曇
鸞
が
『
往
生
論
註
』
に
説
く
「
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
ず
る

と
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
所
行
と
は
、
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本

願
力
に
縁
る
が
故
な
り
」
と
説
く
中
の
「
本
願
力
」
を
「
大
願
業
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力
」
に
、「
縁
」
を
「
増
上
縁
」
に
換
置
し
て
い
る（

6
（

。
し
か
し
道
綽

が
先
の
引
用
以
外
で
、「
大
願
業
力
」
や
「
増
上
縁
」
を
使
用
し
て

な
い
た
め
、
換
置
し
た
理
由
は
こ
れ
以
上
見
出
せ
な
い
。
お
そ
ら
く

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
説
か
れ
る
「
大
願
業
力
」
や
「
増
上
縁
」

の
意
味
か
ら
、
他
力
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
「
増
上
縁
」
の
意
味
を
明
確
に
し
た
の
は
善
導

大
師
（
六
一
三
―
六
八
一
、
以
下
、
敬
称
略
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
善

導
の
理
解
を
通
し
て
、「
大
願
業
力
」
と
「
増
上
縁
」
の
関
係
性
を

考
え
て
み
る
。
善
導
は
『
観
念
法
門
』
に
滅
罪
・
護
念
得
長
命
・
見

仏
・
摂
生
・
証
生
の
五
種
増
上
縁
（
7
（

を
説
く
。
そ
の
「
摂
生
増
上
縁
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

又
此
ノ
經
ノ
上
ノ
卷
ニ
云
ク
、
若
シ
有
二テ
衆
生
一
得
ㇾル
生
二ス
ル
ヿ
ヲ
西
方
ノ
無

量
壽
佛
國
一ニ
者
ハ
、
皆
ナ
乘
二シ
テ
彌
陀
佛
ノ
大
願
等
ノ
業
力
一ニ
爲
二ト
增
上

縁
一ト
。
即
チ
爲
ㇾス
證
ト
也
。
亦
是
レ
攝
生
增
上
縁
（
8
（

ナ
リ
。　�

　

こ
こ
で
善
導
は
「
大
願
業
力
」
と
は
言
わ
ず
に
「
大
願
等
業
力
」

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
曇
鸞
・
道
綽
が
と
も
に
「
四
十
八
願
便

ち
徒
設
な
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
大
願
」
を
四
十
八
と
い
う

複
数
の
願
と
と
ら
え
、「
等
」
と
い
う
字
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

善
導
は
「
大
願
業
力
」
に
つ
い
て
、
四
十
八
願
す
べ
て
を
増
上
縁
と

し
た
の
で
「
等
」
の
字
を
加
え
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「
増
上
縁
」
は
摂
生
増
上
縁
で
あ
る
と
し
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
が
摂

取
し
て
往
生
す
る
縁
と
し
て
い
る（

9
（

。
ま
た
善
導
は
『
観
無
量
寿
経

疏
』（
以
下
、『
観
経
疏
』
と
略
す
）
玄
義
分
に
お
い
て
、「
大
願
業

力
」・「
増
上
縁
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

言
二ハ
弘
願
一ト
者
、
如
二シ
大
經
ニ
説
一カ
。
一
切
善
惡
ノ
凡
夫
得
ㇾル
ヿ
ハ
生
ス
ル

ヿ
ヲ
者
、
莫
ㇾシ
不
下ト
云
ヿ
皆
乘
二
阿
彌
陀
佛
ノ
大
願
業
力
一ニ
爲
中
增
上
縁
上ト

也
（
（0
（

。

　

善
導
は
「
一
切
の
善
悪
の
凡
夫
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

皆
阿
弥
陀
仏
の
「
大
願
業
力
」
に
乗
じ
て
「
増
上
縁
」
と
す
る
か
ら

で
あ
る
」
と
説
く
。
こ
こ
で
は
先
の
『
観
念
法
門
』
で
四
十
八
願
を

表
し
て
い
た
「
大
願
等
業
力
」
と
違
い
、『
観
経
疏
』
で
は
「
大
願

業
力
」
と
し
、「
等
」
の
文
字
を
抜
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

『
観
経
疏
』
玄
義
分
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

又
無
量
壽
經
ニ
云
ク
、
法
藏
比
丘
在
二テ
世
饒
王
佛
ノ
所
一ト
ニ
、
行
二下
シ

菩
薩
ノ
道
一ヲ
時
、
發
二シ
四
十
八
願
一ヲ
、
一
一
ニ
願
言
ク
、
若
我
レ
得
ㇾタ

ラ
ン
ニ
佛
ヲ
、
十
方
ノ
衆
生
、
稱
二
我
カ
名
號
一ヲ
、
願
ㇾ
生
二セ
ン
ト
我
カ
國
一ニ
、

下
モ
至
二マ
テ
十
念
一ニ
、
若
不
ㇾン
ハ
生
セ
者
、
不
ㇾト
取
二ラ
正
覺
一ヲ
。
今
既
ニ
成

佛
シ
玉
。
即
是
レ
酬
因
ノ
之
身
ナ
リ
也（

（（
（

。

　

善
導
は
四
十
八
願
の
一
一
の
願
意
を
、
第
十
八
願
の
救
済
力
に
求

め
た
。
つ
ま
り
「
大
願
業
力
」
に
第
十
八
願
の
持
つ
救
済
力
を
限
定
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し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
観
念
法
門
』
で
は
四
十
八
願
を
表
し

て
い
た
「
等
」
の
字
を
抜
き
、『
観
経
疏
』
で
は
第
十
八
願
に
限
定

し
て
「
大
願
業
力
」
と
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
善
導
は
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
使
用
す
る
「
以
」
と
い
う

字
を
「
乗
」
の
字
に
換
置
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
道
綽
の
「
以
」
を

「
乗
」
に
換
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
「
乗
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い（

（（
（

。

　

善
導
の
著
作
に
お
け
る
「
乗
」
の
用
例
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

・『
観
経
疏
』　　

八
一
回
（「
玄
義
分
」
四
八
・「
序
分
義
」
七
・

「
定
善
義
」
三
・「
散
善
義
」
二
三
回
）

・『
法
事
讃
』　　

二
一
回
（
上
巻
一
五
・
下
巻
六
回
）

・『
観
念
法
門
』　

六
回
（
す
べ
て
「
五
種
増
上
縁
義
」
に
出
る
）

・『
往
生
礼
讃
』　

七
回

・『
般
舟
讃
』　　

一
二
回

【
表
一
】

一乗

二乗

三乗

五乗

大乗

小乗

乗〇

観
経
疏

（

（5

（

5

3（

（0

（7

法
事
讃

（

（

（8

観
念
法
門

（

4

往
生
礼
讃

（

（

（

4

般
舟
讃

（

（

8

　

こ
の
【
表
一
】
の
中
、「
乗
〇
」
の
「
〇
」
の
中
に
は
、
お
よ
そ

「
願
力
」
や
「
華
（
台
）」
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
入
る
。
そ
の
「
乗

〇
」
に
つ
い
て
は
次
の
【
表
二
】
の
よ
う
に
な
る
。

【
表
二
】

乗仏願力（（3） 
乗華
乗念（（4） 
乗車
乗空
乗台
乗光
乗船
乗白駱駝
乗二尊教
乗此善根
乗自三心力

観
経
疏

8
（
（
（
（
（

（
（

法
事
讃

6
6

（
（
（

（

観
念
法
門

3

（

往
生
礼
讃

（

（

（

般
舟
讃

（
5
（

（

　

こ
の
【
表
二
】
を
見
る
通
り
、
善
導
は
「
乗
」
と
い
う
語
に
つ
い

て
「
乗
仏
願
力
」・「
乗
華
」
に
関
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
二
乗
」
等
の
「
乗
」
と
い
う
語
は
、
衆
生
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を
悟
り
の
世
界
に
い
た
ら
せ
る
「
立
場
・
方
法
」
を
表
し
、
こ
の

「
乗
仏
願
力
」
と
い
う
時
も
「
立
場
・
方
法
」
を
表
明
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
善
導
は
こ
の
「
乗
」
と
い
う
語
に
、「
自
身

の
立
つ
べ
き
所
」・「
自
己
の
意
思
」
を
置
こ
う
と
し
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

　

ま
た
換
置
し
た
理
由
に
関
し
て
「
以
」
と
「
乗
」
の
意
味
か
ら
考

え
る
と
、「
以
」
と
は
手
段
や
原
因
・
理
由
を
示
し
、「
乗
」
と
は
行

為
の
主
体
の
強
き
意
志
や
、
そ
の
行
為
を
起
す
機
会
を
逃
さ
ず
促
え

る
こ
と
を
表
す
。
ま
た
『
十
住
毘
婆
沙
論
』（
以
下
、『
十
住
論
』
と

略
す
）
巻
第
五
「
易
行
品
」
で
は
、
易
行
道
を
「
水
道
乗
船
（
（5
（

」
に
た

と
え
て
い
る
。
こ
の
譬
喩
的
な
説
き
方
は
、
こ
の
『
十
住
論
』
の
所

解
で
あ
る
『
十
地
経
』
の
第
七
・
八
地
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
船
の

た
と
え
、
あ
る
い
は
『
那
先
比
丘
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
船
の
た
と

え
な
ど
と
の
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。
こ

れ
ら
か
ら
善
導
『
観
経
疏
』
の
も
つ
対
機
性
（
例
え
ば
、
二
河
白
道

の
譬
え
）
か
ら
考
え
る
と
、「
以
」
か
ら
「
乗
」
へ
の
換
置
は
「
以
」

の
も
つ
方
法
や
手
段
と
い
う
意
味
よ
り
も
、「
乗
」
と
使
用
す
る
こ

と
で
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
比
喩
し
た
も
の
と
い
え
よ
う（

（7
（

。
ま
た
善
導

は
、
信
仰
を
成
就
す
る
に
は
何
に
乗
る
べ
き
か
、
と
い
う
意
図
を

「
乗
」
に
譬
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
善
導
の
著
作
に
「
他
力
」

の
語
は
一
語
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
願
力
に
す
べ
て
を
「
託

す
」
と
い
う
こ
と
を
こ
の
「
乗
」
に
譬
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
「
自
身
の
立
つ
べ
き
所
」
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、『
観
経
疏
』
玄
義
分
に
は
次
の
よ
う
に
表
現

し
て
い
る
。

問
曰
ク
、
彼
ノ
佛
及
土
既
ニ
言
ㇾハ
ヽ
報
ナ
リ
ト
者
、
報
法
ハ
高
玅
ニ

小
聖

ス
ラ
難
ㇾシ
階
リ
。
垢
障
ノ
凡
夫
云
何
ン
カ
得
ㇾン
入
ヿ
ヲ
。
答
曰
ク
、
若
論
二セ
ハ

衆
生
ノ
垢
障
一ヲ
、
實
ニ
難
二シ
欣
趣
一シ
。
正
ク
由
下テ
託
二
佛
願
一ニ
以
作
中ス
ル
ニ

強
縁
上ト
、
致
ㇾス
使
二ヿ
ヲ
五
乘
ヲ

齊
シ
ク
入（

（8
（

一ラ
。�

　

こ
こ
で
は
凡
夫
自
身
の
力
で
往
生
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
の
願

い
は
か
な
う
事
は
な
い
。
そ
れ
故
仏
願
に
託
し
て
、
そ
の
仏
願
が
強

力
な
縁
と
な
っ
て
五
乗
と
も
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
善
導
は
阿
弥
陀
仏
の
仏
願
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
一
切
の
善
悪
の
凡
夫
」
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
善
導
は
「
一
切
の
善
悪
の
凡
夫
」
が
救
済
さ
れ
る

所
以
を
阿
弥
陀
仏
の
「
大
願
業
力
」
に
求
め
、
そ
れ
に
乗
じ
「
増
上

縁
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
業
を
超
克
す
る
力
と
考
え
た
。
そ
れ
故

『
観
経
疏
』
定
善
義
の
親
縁
・
近
縁
・
増
上
縁
の
三
縁
を
明
か
す
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
ニ
ハ
明
二ス
親
縁
一ヲ
。
衆
生
起
ㇾシ
テ
行
ヲ
、
口
常
ニ
稱
ㇾス
レ
ハ
佛
ヲ
、
佛
即
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聞
ㇾ玉
之
ヲ
。
身
常
ニ
禮
二
敬
ス
レ
ハ
佛
一ヲ
、
佛
即
見
ㇾ玉
之
ヲ
。
心
常
ニ
念
ㇾス
レ

ハ
佛
ヲ
、
佛
即
知
ㇾ玉
之
ヲ
。
衆
生
憶
二
念
ス
レ
ハ
佛
一ヲ
者
、
佛
亦
憶
二
念
シ

玉
衆
生
一ヲ
。
彼
此
ノ
三
業
不
二
相
捨
離
一セ
。
故
ニ
名
二ク
親
縁
一ト
也
。
二
ニ

ハ
明
二ス
近
縁
一ヲ
。
衆
生
願
ㇾス
レ
ハ
見
ㇾン
ト
佛
ヲ
、
佛
即
應
ㇾ
念
ニ
現
ニ
在
二マ
ス

目
前
一ニ
。
故
ニ
名
二ク
近
縁
一ト
也
。
三
ニ
ハ
明
二ス
增
上
縁
一ヲ
。
衆
生
稱
念
ス

レ
ハ
即
除
二ク
多
劫
ノ
罪
一ヲ
。
命
欲
ㇾル
終
ン
ト
時
、
佛
與
二ニ
聖
衆
一ト
自
來
テ
迎

接
シ
玉
。
諸
ノ
邪
業
繫
無
二シ
能
礙
ル
者
一ノ
。
故
ニ
名
二ク
增
上
縁
一ト
也（

（9
（

。

　

す
な
わ
ち
衆
生
が
行
を
起
こ
し
て
、
常
に
口
で
仏
を
称
え
る
な
ら

ば
、
仏
は
こ
れ
を
聞
い
て
下
さ
る
。
常
に
身
で
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、

仏
は
こ
れ
を
見
て
下
さ
る
。
常
に
衆
生
が
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
は
こ

れ
を
知
っ
て
下
さ
る
。
衆
生
が
仏
を
憶
念
す
れ
ば
、
仏
も
衆
生
を
憶

念
し
て
下
さ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
（
仏
）
と
此
（
衆
生
）
の
三
業
が

相
応
し
て
離
れ
な
い
、
こ
れ
を
親
縁
と
い
う
。
次
に
衆
生
が
仏
を
見

よ
う
と
願
え
ば
仏
は
念
に
応
じ
て
現
前
に
お
ら
れ
る
、
こ
れ
を
近
縁

と
い
う
。
そ
し
て
衆
生
が
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
多
劫
に
わ
た
る
罪
を

除
き
、
命
終
の
時
に
仏
が
聖
衆
と
と
も
に
来
迎
し
て
、
諸
々
の
邪
業

繋
を
な
く
す
、
こ
れ
ら
仏
凡
の
間
に
業
を
超
克
せ
し
め
、
業
を
超
克

す
る
力
を
「
増
上
縁
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
が
「
因
」

と
し
て
の
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が

強
力
な
「
縁
」
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も

阿
弥
陀
仏
の
仏
力
は
「
縁
」
と
し
て
は
た
ら
く
と
い
う
点
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（0
（

。

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
善
導
は
「
大
願
業
力
」
と
「
増
上
縁
」
の
関
係
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
業
を
超
克
す
る
力
を
有
し
、
一
切

の
善
悪
の
凡
夫
の
往
生
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
教
説
を
打
ち
立

て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
大
願
業
力
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が

誓
願
を
成
就
し
て
、
衆
生
救
済
の
力
を
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

衆
生
が
そ
の
は
た
ら
き
に
呼
応
す
れ
ば
必
ず
そ
の
力
に
預
れ
る
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
他
力
を
最
大
限
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　　
1　

曇
鸞
の
「
大
願
業
力
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
曇
鸞
に
お
け
る
大
願
業
力

の
思
想
」（『
佛
教
論
叢
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2　
『
安
楽
集
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
六
九
〇
ｂ
─
六
九
一
ａ
）

3　

先
学
の
「
増
上
縁
」
に
関
す
る
研
究
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。　

藤
谷
大
圓
「「
論
註
」
に
お
け
る
増
上
縁
の
語
義
に
つ
い
て
」（『
大
谷
学
報
』

四
一
巻
第
四
号
、
一
九
六
二
年
）、
舟
橋
一
哉
『
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
』

（
法
蔵
館
、
一
九
七
三
年
）
七
六
―
八
〇
頁
、
小
丸
真
司
「
浄
土
教
に
お
け

る
増
上
縁
―
『
浄
土
論
註
』
を
中
心
に
―
」（『
佛
教
学
』
第
二
四
号
、
一
九
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八
八
年
）、
内
藤
昭
文
「
増
上
縁
に
つ
い
て
（
一
）」（『
教
学
研
究
所
紀
要
』

第
六
号
、
一
九
九
七
年
）、
同　
「
増
上
縁
に
つ
い
て
（
二
）」（『
教
学
研
究

所
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
八
年
）、
福
田
依
正
「
増
上
縁
の
研
究
―
『
往

生
論
註
』
を
中
心
に
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』�

通
号
一
三
二
号
、
二
〇

一
四
年
）
参
照
。

4　
『
往
生
論
註
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
・
二
二
五
ａ
）
引
用
文
中
の
傍
線
は
筆

者
に
よ
る
も
の
。

5　
『
往
生
論
註
』
巻
下
（『
浄
全
』
一
・
二
五
五
ａ
―
二
五
六
ａ
）

6　

小
沢
勇
慈
・
久
米
原
恒
久
・
斎
藤
晃
道
「
中
国
浄
土
教
の
基
礎
的
研
究
―

曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
本
願
観
―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
第
二
五
号
、
一
九

七
九
年
）、
粂
原
恒
久
「「
大
願
業
力
」
の
意
味
す
る
も
の
―
三
祖
教
義
に
お

い
て
―
」（『
宗
教
研
究
』
通
号
三
三
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
等
、
参
照
。

7　
『
観
念
法
門
』（『
浄
全
』
四
・
二
二
七
ｂ
）『
観
念
法
門
』
か
ら
考
察
す
る

理
由
と
し
て
は
、
善
導
の
五
部
九
巻
の
成
立
順
序
で
は
、『
観
念
法
門
』
は

『
観
経
疏
』
よ
り
前
に
成
立
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
善
導
が
『
観
念
法
門
』
撰
述
し
た
時
よ
り
も
、『
観
経
疏
』
の
時
は

思
想
が
発
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
野
成
観
「
善
導
著
述
前
後
関
係

の
一
考
察
」（『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

8　
『
観
念
法
門
』（『
浄
全
』
四
・
二
三
三
ａ
）　

こ
の
説
示
中
の
「
此
の
経
」

と
は
『
無
量
寿
経
』
を
指
し
、
こ
こ
か
ら
善
導
が
「
大
願
業
力
」・「
増
上

縁
」
と
使
う
こ
と
に
関
し
て
、
道
綽
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
て
取
れ
る
。

9　

良
忠
の
『
観
念
法
門
私
記
』
巻
下
で
は
「
摂
生
増
上
縁
と
は
願
力
摂
取
し

て
往
生
を
得
る
意
な
り
。
故
に
文
に
云
く
願
力
摂
し
て
往
生
を
得
る
。
故
に

摂
生
増
上
縁
と
名
く
。」
と
述
べ
て
い
る
。（『
浄
全
』
四
・
二
六
四
ｂ
）

10　
『
観
経
疏
』
玄
義
分
（『
浄
全
』
二
・
二
ａ
）

11　
『
観
経
疏
』
玄
義
分
（『
浄
全
』
二
・
一
〇
ｂ
）

12　

註（
6
）の
小
沢
勇
慈
等
の
前
掲
論
文
で
は
「
乗
」
に
関
し
て
、
動
的
に
表

現
す
る
た
め
、
ま
た
因
と
縁
が
結
ば
れ
る
様
子
を
表
現
し
た
も
の
、
と
い
う

二
種
の
解
釈
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
山
本
仏
骨
氏
は
「
以
」
を
「
乗
」
と
替

え
ら
れ
た
こ
と
を
、
他
力
表
現
の
徹
底
が
計
ら
れ
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

山
本
仏
骨
『
道
綽
教
学
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
九
年
）
一
一
四

頁
参
照
。

13　

こ
の
「
乗
仏
願
力
」
に
関
し
て
は
、
他
に
語
は
違
う
け
れ
ど
も
同
じ
意
味

を
表
す
も
の
と
し
て
「
乗
阿
弥
陀
仏
大
願
業
力
」・「
乗
願
往
生
」・「
乗
仏
本

弘
」・「
乗
彼
願
力
」（『
観
経
疏
』
に
出
る
）、「
乗
仏
願
」・「
乗
此
弥
陀
本
願

力
」・「
乗
願
往
来
」（『
法
事
讃
』）、「
我
願
力
」・「
弥
陀
仏
大
願
等
業
力
」

（『
観
念
法
門
』）、「
乗
仏
本
願
」（『
往
生
礼
讃
』）
が
あ
る
。

14　
「
乗
本
念
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
。『
観
経
疏
』
序
分
義
（『
浄
全
』
二
・

二
六
ａ
）

15　
『
十
住
論
』
巻
第
五
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
六
・
四
一
ｂ
）

16　

藤
堂
恭
俊
『
法
然
上
人
研
究
』
第
一
巻
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
三

年
）
七
五
―
一
四
一
頁
参
照
。

17　

そ
の
よ
う
な
対
機
性
か
ら
か
、
決
し
て
「
以
」
を
す
べ
て
「
乗
」
に
換
置

し
た
と
い
う
統
一
性
は
見
ら
れ
な
い
。「
以
仏
願
力
」
と
い
う
表
現
は
『
観

経
疏
』
玄
義
分
（『
浄
全
』
二
・
七
ｂ
／
一
〇
ｂ
）・『
法
事
讃
』（『
浄
全
』

四
・
四
ａ
）・『
観
念
法
門
』（『
浄
全
』
四
・
二
三
〇
ｂ
／
二
三
五
ｂ
）・『
往

生
礼
讃
』（『
浄
全
』
四
・
三
五
六
ｂ
）
に
計
六
回
出
て
く
る
。
し
か
し
圧
倒

的
に
「
乗
仏
願
力
」
の
が
多
い
。

18　
『
観
経
疏
』
玄
義
分
（『
浄
全
』
二
・
一
二
ａ
）

19　
『
観
経
疏
』
定
善
義
（『
浄
全
』
二
・
四
九
ａ
）

20　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
浄
土
教
は
因
＝
念
仏
（
衆
生
）、
縁

＝
本
願
力
（
阿
弥
陀
仏
）、
果
＝
往
生
と
い
う
範
疇
か
ら
出
な
い
の
で
、
自

業
自
得
の
原
則
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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聖
光
上
人
の
人
間
観　

―
当
時
の
仏
教
へ
の
主
張
―

郡　

嶋　

昭　

示

一
、
は
じ
め
に

　

聖
光
上
人
（
以
下
敬
称
略
）
は
法
然
の
「
三
学
非
器
」
の
思
想
を

伝
え
我
々
も
自
ら
の
力
で
三
学
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と

を
説
き（

1
（

、
し
か
し
な
が
ら
学
問
の
上
で
は
「
聖
浄
兼
学
」
の
身
の
上

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
称
名
念
仏
に
よ
る
往
生
の
思
想
の
尊
さ
を

知
り
得
た
と
も
主
張
し
て
い
る（

（
（

。
こ
の
よ
う
に
聖
光
の
自
身
に
関
す

る
説
に
は
二
通
り
の
立
場
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
な
ぜ

聖
光
は
こ
の
よ
う
な
両
様
の
主
張
を
行
う
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
聖
光
の
基
本
的
な
人
間
観
に
つ

い
て
整
理
し
、
聖
光
独
自
の
視
点
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て

人
と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
聖
光
の
主
張
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
た
い
。

二　

聖
光
の
主
張
①　

―
人
は
み
な
凡
夫
―

　

基
本
的
に
聖
光
は
法
然
の
凡
夫
の
思
想
を
継
承
し
て
自
身
の
思
想

の
基
盤
と
し
て
い
る
。
指
摘
で
き
る
説
は
『
授
手
印
』、『
名
目
問

答
』、『
西
宗
要
』、『
徹
選
択
集
』
上
に
見
ら
れ
る
説
で
あ
る
。

〈
意
の
如
く
な
ら
ぬ
凡
夫
〉

　

ま
ず
『
授
手
印
』
の
説
か
ら
見
て
み
た
い
。『
授
手
印
』
で
は
、

「
師
の
云
く
」
と
い
っ
て
法
然
の
説
を
用
い
た
主
張
が
見
ら
れ
る
。

聖
光
は
、『
授
手
印
』
の
三
心
説
の
中
、
深
心
を
説
く
部
分
で
、「
依

吾
身
之
犯
罪
、
疑
吾
身
之
時
、
為
有
其
深
心
不
復
為
无
其
深
心
如

何
」
と
い
っ
て
、
自
身
は
犯
し
た
罪
な
ど
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
は
、
深
心
を
具
え
て
い
る
と
い
え
る
の
か

否
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
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師
ノ
云
ノ
下
ク
、
深
心
具
足
之
人
、
於
其
罪
業
全
以
不
疑
之
。
仏

弟
子
者
自
本
恐
罪
業
、
去
悪
縁
雖
習
之
、
煩
悩
所
具
之
凡
夫

不
レ
如
レ
意
ノ
、
非
レ
如
二
念
一ノ
。
此
是
吾
身
之
失
。

�

（
聖
典
五
・
二
三
）

と
い
い
、「
仏
弟
子
と
は
こ
れ
ま
で
に
罪
業
を
重
ね
な
が
ら
悟
り
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
、
悪
い
縁
を
可
能
な
限
り

退
け
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
も
、
煩
悩
を
具
え
な
が

ら
生
き
る
凡
夫
は
理
想
通
り
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
吾
が
身
の
失
で
あ
る
」
と
い
う
法
然
の
説
を
引
用
し
、

「
此
れ
は
是
れ
凡
夫
の
習
い
な
り
」
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
理
想

を
知
り
な
が
ら
思
い
通
り
に
で
き
な
い
の
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
法
然
の
説
に
よ
っ
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は

『
念
仏
名
義
集
』
の

阿
弥
陀
仏
ノ
発
シ
ガ
タ
キ
ヲ
発
シ
給
ヘ
ル
念
仏
往
生
ノ
本
願
ナ

ル
ガ
故
ナ
リ
。
但
究
竟
ノ
智
者
達
ノ
中
ニ
モ　

作
レス
疑
ヲ
人
人

ア
リ
、
其
レ
モ
道
理
也
。
凡
夫
ナ
ル
ガ
故
ニ
况
ヤ
愚
ナ
ル
無
智

ノ
類
ハ
成
疑
事
、
打
任
タ
ル
理
ト
覚
ユ
。

�

（
浄
全
一
〇
・
三
七
〇
下
～
三
七
一
上
）

と
い
う
説
も
同
様
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
人
は
凡
夫
で

あ
る
が
故
に
、
理
想
を
持
ち
な
が
ら
も
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
人
間
観
を
法
然
か
ら
継
承
し
て
い
る
。

〈
聖
道
の
機
根
に
漏
れ
な
が
ら
も
往
生
で
き
る
我
ら
〉

　

ま
た
、『
徹
選
択
集
』
上
で
は
、
仏
教
の
教
え
は
多
く
伝
わ
る
中
、

我
々
は
そ
の
多
く
の
行
や
学
問
に
堪
え
ら
れ
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
い

う
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

鈍
根
無
智
之
我
等
、
設
雖
漏
聖
道
之
根
機
、
不
能
即
身
断
惑
、

已
降
念
仏
之
法
雨
、
誰
人
不
潤
甘
露
之
妙
味
。

�

（
浄
全
七
・
八
五
下
）

と
い
い
、
我
々
は
「
鈍
根
無
知
」
で
あ
る
が
故
に
自
身
の
修
行
で
悟

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
阿
弥
陀
仏
の

念
仏
往
生
の
「
法
雨
」
は
誰
し
も
が
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、

と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
求
め
る
上
で
の
根
本
的
な
姿
勢
が
示
さ

れ
て
い
る
。
他
に
も
『
徹
選
択
集
』
上
で
は
、
菩
提
心
に
菩
提
心
願

と
菩
提
心
行
が
あ
る
こ
と
を
説
く
部
分
に
お
い
て
、

又
不
惜
身
命
之
行
、
非
二
凡
夫
ノ
所
一レ

堪
ヘ
、
易
行
易
往
之
法
、

尤
モ
当
二
我
等
分
一ニ
。
要
須
念
仏
往
生
之
後
、
証
三
解
脱
、
得
六

神
通
、
還
来
此
穢
国
、
救
摂
苦
衆
生
亦
是
菩
提
心
願
也
。
然
レ

ハ
則
チ
今
時
具
縛
ノ
凡
夫
、
煩
悩
ノ
境
強
ク
、
忍
力
根
弱
ニ
シ
テ
、
設

ヒ
雖
レモ
発
二
ト
菩
提
心
願
一ヲ
、
更
ニ
不
レ
能
二
菩
提
心
行
一ニ
。
故
廃
之
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也
。
全
以
非
難
歟
。�

（
浄
全
七
・
九
一
上
）

と
い
い
、
我
々
凡
夫
に
は
「
不
惜
身
命
」
の
行
は
堪
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
が
、
行
じ
易
く
往
生
も
叶
い
易
い
教
え
こ
そ
が
堪
え
ら
れ

る
も
の
だ
と
し
、
煩
悩
も
強
く
、
忍
力
の
根
も
弱
い
凡
夫
に
は
菩
提

心
行
は
堪
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
徹
選

択
集
』
下
で
は
、

又
論
云
、
譬
如
嬰
兒
不
得
離
母
。
若
也
離
母
者
、
或
墮
坑
井
渇

乳
而
死
〈
已
上
〉。
謹
案
文
意
、
地
前
未
證
之
菩
薩
、
及
薄
地

底
下
之
凡
夫
、
尤
不
可
離
佛
也
。�

（
浄
全
七
・
一
〇
五
上
）

と
い
い
、
地
前
未
証
の
菩
薩
は
も
と
よ
り
薄
地
底
下
の
凡
夫
は
常
に

仏
と
離
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
し
、
ま
た
、

念
仏
三
昧
者
、
本
願
本
以
見
仏
為
所
期
故
。
口
称
名
号
必
見
於

仏
起
大
誓
願
。
是
則
不
離
仏
値
遇
仏
之
義
也
。（
中
略
）
阿
弥

陀
経
中
、
有
六
方
諸
仏
之
護
念
。
是
則
不
離
仏
値
遇
仏
之
義
也
。

此
是
凡
夫
浅
位
之
念
仏
也
。�

（
浄
全
七
・
一
〇
六
上
）

と
い
っ
て
称
名
念
仏
行
は
あ
く
ま
で
も
「
凡
夫
浅
位
の
念
仏
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
凡
夫
の
修
す
る
念
仏
行

は
、
不
離
仏
値
遇
仏
の
行
で
あ
る
と
続
け
て
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
「
鈍
根
無
知
」、「
煩
悩
の
境
強
し
」、「
忍
力
の
根
弱
し
」、「
浅

位
」、「
薄
地
底
下
」
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
我
々
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、

称
名
念
仏
行
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
往
生
浄
土
を
求
め
る
の
が
最
善
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

〈
受
け
が
た
い
人
の
身
を
受
け
た
我
ら
〉

　

ま
た
、『
徹
選
択
集
』
上
で
は

我
等
従
二リ
無
始
一
輪
廻
生
死
シ
、
今
度
遇
二
念
仏
一ニ
可
レ
得
二
往
生
一ヲ
。

此
是
上
上
人
也
、
最
勝
人
也
、
好
人
也
、
妙
好
人
也
。

�

（
浄
全
七
・
九
〇
上
）

と
い
っ
て
、
我
々
は
無
始
以
来
輪
廻
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
と
い

う
主
張
と
、
そ
の
よ
う
な
我
ら
が
念
仏
の
教
え
に
出
会
っ
て
往
生
を

得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
「
上
上
人
」、「
最
勝
人
」、「
好
人
」、「
妙
好

人
」
で
あ
る
と
し
て
こ
の
上
な
く
尊
い
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、『
名

目
問
答
』
で
は
、

故
念
仏
行
者
、
可
念
可
行
、
受
ケ
難
キ
受
二
人
界
ニ
生
一ヲ
、
値
ヒ
難

キ
値
二
弥
陀
ノ
願
一ニ
、
今
度
為
レ
離
二
生
死
一ヲ
、
可
レ
行
二
念
仏
一ヲ
。
今

度
為
レ
生
二ン
カ
浄
土
一ニ
可
レ
信
二ス
本
願
一ヲ
。　

�

（
浄
全
一
〇
・
四
〇
〇
下
）

と
い
い
、
我
々
は
受
け
が
た
い
人
の
身
を
受
け
て
い
ま
こ
こ
に
い
る

と
い
う
主
張
と
、
さ
ら
に
は
会
い
難
い
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
出
会
っ
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た
と
い
い
、
我
々
が
有
り
得
な
い
ほ
ど
稀
な
身
の
上
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

〈
智
慧
浅
い
凡
夫
〉

　

さ
ら
に
、
聖
光
は
学
問
を
す
る
際
の
注
意
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

人
間
観
か
ら
自
説
を
主
張
す
る
場
面
が
度
々
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
西
宗
要
』
で
は
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
「
善
解
義
趣
」
に
つ
い
て
、

但
、
善
解
義
趣
云
者
、
断
惑
証
理
善
解
義
趣
非
。
只
、
有
罪
ノ
凡
夫

ノ
身
中
ニ
、
智
慧
ト
云
フ
物
カ
有
テ
、
諸
大
乗
経
ニ
所
レ
明
ス
空
理
万
法
皆

空
也
、
非
色
非
身
無
来
無
去
也
。
知
以
、
善
解
義
趣
云
也
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
七
六
上
）

と
い
い
、「
善
く
義
趣
を
解
す
」
と
は
、
断
惑
証
理
の
た
め
の
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
有
罪
の
凡
夫
」
が
大
乗
経
典
に
説
か
れ

る
空
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
他
に
も
、

答
、
凡
夫
仏
意
難
レ
知
。
雖
同
凡
夫
浅
不
知
深
、
況
測
仏
意
乎
。

弥
陀
悲
願
、
釈
迦
仏
知
給
如
来
甚
深
智
慧
知
見
任
願
説
給
也
。

凡
夫
非
レ
可
二ニ
推
度
一ス
。
只
仰
而
可
取
信
也
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
八
四
下
）

と
い
い
、「
凡
夫
仏
意
知
り
難
し
」「
凡
夫
（
釈
迦
甚
深
の
知
恵
を
）

推
度
す
べ
き
に
非
ず
」
と
い
い
、
凡
夫
で
あ
る
我
ら
が
、
釈
迦
の
教

説
の
真
意
や
そ
の
深
い
部
分
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
い
、
ま
た
、

如
来
滅
後
薄
地
ノ
凡
夫
、
底
下
ノ
我
等
、
往
生
最
上
功
徳
、
出

離
殊
勝
善
根
我
等
、
輙
難
知
難
解
、
念
仏
往
生
極
楽
者
、
是
総

一
代
聖
教
種
種
文
是
也
。（
中
略
）
今
経
為
給
事
娑
婆
教
主
、

無
上
世
尊
御
計
リ
、
末
学
ノ
凡
夫
非
レ
可
二
難
申
一。　

�

（
浄
全
一
〇
・
一
八
六
上
）

と
い
っ
て
、
我
々
は
「
如
来
滅
後
薄
地
凡
夫
底
下
」
の
者
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
「
末
学
の
凡
夫
」
は
釈
迦
の
教
説
を
疑
う
べ
き
で
は
な

い
と
し
、
仏
説
に
対
す
る
我
々
の
位
置
に
つ
い
て
、
凡
夫
で
あ
る

我
々
は
釈
迦
の
教
説
を
疑
っ
た
り
、
深
い
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
し

た
り
す
る
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
仏
説
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
が
有
人
の
説
と
し
て
「
道

場
を
建
立
し
て
本
尊
を
安
置
し
て
行
を
修
す
る
の
は
初
心
の
者
の
す

る
こ
と
で
あ
り
、
智
恵
深
く
浄
土
の
法
門
を
熟
知
し
た
者
に
は
そ
の

は
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か（

（
（

」
と
い
う
説
を
と
り
上
げ
、

聖
教
万
差
、
非
必
一
種
。
又
人
心
万
差
、
不
必
同
爾
意
ア
ラ
ン
。

末
学
少
智
ノ
者
、
難
レ
知
。
但
、
如
二
我
等
一
造
罪
ノ
凡
夫
、
無
智

輩
、
尤
モ
可
レ
習
之
事
也
。（
中
略
）
既
法
然
上
人
、
道
場
造
多

年
間
往
生
願
、
臨
終
入
道
場
往
生
給
。
又
、
善
導
一
切
衆
生
為
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…�

（
浄
全
一
〇
・
二
一
三
上
～
下
）

と
い
い
、
我
々
を
「
造
罪
の
凡
夫
」、「
無
知
の
輩
」
で
あ
る
と
し
、

そ
の
よ
う
な
我
々
は
法
然
上
人
の
道
場
に
入
っ
て
念
仏
し
た
と
い
う

行
状
に
な
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
末
学
少
智
の
者
」
は
聖
光
が
自
身
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
聖
光
は
我
々
人
間
に
つ
い
て
、
本
来
的
に
無
始

以
来
輪
廻
を
繰
り
返
し
、
よ
う
や
く
人
の
身
を
受
け
な
が
ら
意
の
如

く
に
仏
道
を
歩
め
ず
、
聖
道
の
根
機
に
も
漏
れ
、
智
恵
も
浅
く
釈
迦

の
教
え
を
全
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
人

間
観
を
持
ち
、
こ
の
思
想
を
根
底
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
者
で
も
救

わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
ま
さ
に
法
然
が
善
導
の
説
を
用
い
て
説
く

「
常
に
流
転
し
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
、
罪
業
を
重
ね
、
出
離
の
縁
無
き

凡
夫
」
と
い
う
思
想
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
回
取
り
上
げ

た
も
の
が
ど
の
部
分
で
説
か
れ
た
も
の
か
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

『
授
手
印
』

深
心
で
疑
心
を
説
く
部
分

『
念
仏
名
義
集
』

深
心
で
疑
心
を
説
く
部
分

『
名
目
問
答
』

至
誠
心
を
説
く
部
分

『
西
宗
要
』

善
解
義
趣
・
女
人
往
生
・
我
見
是
利
・
本
尊

本
経
安
置
を
説
く
部
分

『
徹
選
択
集
』

聖
道
浄
土
二
門
・
念
仏
付
属
・
諸
仏
讃
歎
・

念
仏
三
昧
を
説
く
部
分

三　

聖
光
の
主
張
②　

―
念
仏
す
る
者
は
み
な
菩
薩
―

　

以
上
の
よ
う
に
聖
光
は
法
然
の
人
間
観
を
継
承
し
、
こ
の
価
値
観

に
基
づ
い
て
浄
土
教
思
想
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、

聖
光
の
説
に
は
、
我
々
が
凡
夫
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
称
名
念

仏
行
を
修
す
る
者
は
単
な
る
凡
夫
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

〈
念
仏
往
生
の
行
も
菩
薩
の
行
な
り
〉

　

聖
光
の
著
作
の
中
、『
西
宗
要
』
と
『
徹
選
択
集
』
に
は
、
称
名

念
仏
や
種
々
の
行
に
対
し
て
、
菩
薩
が
行
を
修
す
る
際
の
例
を
規
範

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
西
宗
要
』

の
願
行
具
足
に
関
す
る
問
答
に
お
い
て
、

大
乗
ノ
法
ヲ
相
ヒ
習
フ
ニ
、
聖
道
門
ニ
モ
浄
土
門
ニ
モ
、
必
ス
以
レテ
願
ヲ

為
レ
先
ト
、
故
ニ
菩
提
薩
埵
ハ
者
先
ニ
菩
提
心
願
ヲ
起
ト
云
ヘ
リ
。
菩
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提
心
四
弘
誓
願
等
通
願
起
、
四
弘
行
修
。
其
後
五
十
一
位
経
、

位
位
願
起
。
仏
御
前
参
、
願
起
サ
ヌ
菩
薩
ナ
シ
。
願
起
後
記
莂

蒙
也
。
其
後
菩
薩
意
楽
随
、
別
願
是
発
サ
テ
、
阿
耨
多
羅
三
藐

三
菩
提
当
来
期
。
不
起
願
已
前
、
菩
薩
行
不
修
、
必
ス
願
ヲ
発
シ

テ
後
、
行
ヲ
修
ス
ル
也
。
依
レ
之
浄
土
門
ノ
人
願
ヲ
先
ト
ス
。
往
生
極

楽
ノ
願
ヲ
発
シ
テ
後
、
往
生
行
ヲ
修
ス
ル
也
。�

（
浄
全
一
〇
・
一
五
七

上
）

と
い
い
、
大
乗
仏
教
の
理
で
い
う
な
ら
ば
、
仏
道
は
「
願
」
を
先
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
は
菩
提
心
と
い
う
「
願
」
を
お
こ
し
た
後

に
行
を
修
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
凡
夫
は
往
生
極
楽

を
願
う
「
願
」
を
お
こ
し
た
後
に
称
名
念
仏
行
を
修
す
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
往
生
極
楽
を
願
う
こ
と
を
「
願
」
に
あ

て
て
お
り
、
菩
提
心
を
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
が
、
菩

薩
の
行
を
規
範
と
し
て
往
生
浄
土
の
た
め
の
願
と
行
を
説
い
て
い
る
。

つ
づ
い
て
次
の
様
に
言
う
。

既
阿
弥
陀
経
、
已
発
願
、
今
発
願
、
当
発
願
文
。
其
後
、
欲
生

阿
弥
陀
仏
国
者
○
若
已
生
、
若
今
生
、
若
当
生
文
。
但
、
至
応

当
発
願
、
願
生
彼
国
云
文
者
、
願
発
後
行
修
、
可
往
生
事
、
進

爾
云
也
。
終
可
往
生
故
菩
薩
法
、
必
願
先
行
後
。
念
仏
往
生
ハ

是
レ
菩
薩
ノ
行
也
。�

（
浄
全
一
〇
・
一
五
七
下
）

つ
ま
り
、「
菩
薩
の
法
は
必
ず
願
を
先
に
し
、
行
を
後
に
す
。
念
仏

往
生
も
こ
れ
菩
薩
の
行
な
り
」
と
い
い
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
の
往

生
を
願
う
「
願
」
を
お
こ
し
た
後
に
称
名
念
仏
の
「
行
」
を
修
す
る

こ
と
は
菩
薩
の
行
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々

凡
夫
は
菩
薩
の
行
を
修
す
る
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
見
て
取
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
同
じ
く
『
西
宗
要
』
の
「
第
二
浄
土
論
事
」

で
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
に
は
な
ぜ
六
時
の
礼
が
説
か
れ
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
も
同
様
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

大
智
論
第
七
ニ
云
、
菩
薩
ノ
法
昼
三
時
夜
三
時
、
偏
袒
右
肩
シ
合

掌
礼
二ス
ト
十
方
仏
土
ノ
無
量
ノ
諸
仏
等
一ヲ
文
。
依
レ
之
、
菩
薩
ノ
法
ハ
、

必
ス
昼
三
時
夜
三
時
礼
レス
ル
仏
ヲ
也
。
故
ニ
今
浄
土
門
ノ
行
者
モ
、

六
時
ニ
礼
拝
ヲ
行
、
各
ノ
所
願
ヲ
申
ス
、
此
ハ
往
生
ヲ
申
ス
ソ
カ
シ
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
三
九
下
）

と
い
い
、『
大
智
度
論
』
に
菩
薩
は
昼
三
時
夜
三
時
に
諸
仏
を
礼
す

る
と
あ
る
部
分
を
取
り
上
げ
、
浄
土
門
の
行
者
も
六
時
に
礼
拝
し
、

往
生
を
願
う
の
だ
と
い
う
。

〈
我
等
を
菩
薩
と
説
く
な
り
〉

�

ま
た
、『
西
宗
要
』
の
「
願
行
具
足
事
」
で
は
、

天
親
五
念
門
中
、
第
三
作
願
門
、
第
五
廻
向
門
是
也
。
五
念
門
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ヲ
菩
薩
ノ
行
ト
釈
。
論
云
、
有
五
門
。
一
者
近
門
、
二
者
大
会
衆

門
、
三
者
宅
門
、
四
者
屋
門
、
五
者
園
林
遊
戯
地
門
、
此
五
種

門
、
初
四
種
門
成
就
入
功
徳
、
第
五
門
成
就
出
功
徳
。
又
云
、

菩
薩
入
四
種
門
自
利
行
成
就
応
知
○
菩
薩
出
第
五
門
、
廻
向
利

益
他
行
成
就
応
知
文
。
是
レ
我
等
ヲ
菩
薩
ト
説
也
。

�
（
浄
全
一
〇
・
一
五
七
下
～
一
五
八
上
）

と
い
い
、
世
親
は
『
往
生
論
』
で
五
念
門
を
菩
薩
の
行
と
し
、
我
々

を
菩
薩
と
説
い
て
い
る
と
解
説
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
『
西
宗

要
』
の
菩
提
心
を
説
く
部
分
で
は
、「
大
乗
に
漸
頓
の
二
機
有
り
。

漸
教
機
は
漸
漸
に
之
を
行
じ
て
成
仏
す
。
頓
機
は
頓
に
四
弘
誓
願
を

成
就
し
成
仏
す
る
な
り（

4
（

」
と
い
っ
て
大
乗
の
「
頓
機
」
は
四
弘
誓
願

を
成
就
し
て
成
仏
す
る
と
い
う
説
を
取
り
上
げ
、
続
い
て

浄
土
門
四
弘
誓
願
者
、
極
楽
往
生
為
自
行
。
所
修
念
仏
正
行
、

助
行
、
先
衆
生
共
往
生
願
、
衆
生
共
法
門
知
願
與
衆
生
共
、
離

穢
土
往
生
浄
土
願
。
與
衆
生
共
成
仏
願
。
菩
薩
ノ
行
者
四
弘
誓

願
ノ
行
也
。
成
仏
者
四
弘
誓
願
ヲ
成
就
シ
タ
ル
也
。
成
就
シ
テ
後
遍

応
法
界
ナ
ル
ヲ
名
二
入
重
玄
門
一ト
。
往
生
極
楽
ト
者
、
別
シ
テ
一
類
ノ

菩
薩
カ
往
生
ス
ル
也
。　�

（
浄
全
一
〇
・
一
八
三
下
）

と
い
い
、
衆
生
と
共
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
も
の
が
浄
土
門
の
四
弘

誓
願
で
あ
り
、
こ
の
願
い
を
お
こ
し
て
称
名
念
仏
を
修
す
る
者
は
、

菩
薩
の
行
で
あ
る
と
し
、
往
生
極
楽
と
は
一
類
の
菩
薩
が
往
生
す
る

こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
は
菩
薩
の
行
を

修
す
る
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
先
の
六
時
の
礼

拝
に
関
す
る
説
の
続
き
で
、

往
生
論
五
念
門
中
、
礼
拝
門
云
者
、
往
生
極
楽
願
、
穢
土
初
心

ノ
菩
薩
、
極
楽
浄
土
ノ
阿
弥
陀
仏
ヲ
奉
レ
信
、
夜
三
時
昼
三
時
ニ
礼

ヲ
致
ス
ト
、
曇
鸞
大
師
ハ
釈
シ
給
フ
也
。
故
、
善
導
和
尚
、
末
代
一

切
衆
生
、
往
生
極
楽
為
、
阿
弥
陀
仏
奉
信
、
行
致
時
、
六
時
礼

讚
可
致
云
、
六
時
礼
讚
造
、
初
心
行
者
与
勧
之
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
六
五
下
）

と
い
い
、
曇
鸞
は
『
往
生
論
』
に
説
か
れ
る
礼
拝
門
に
つ
い
て
、
穢

土
初
心
の
菩
薩
が
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
六
時
に
礼
拝
す

る
こ
と
だ
と
す
る
説
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
故
に
善
導
は
六
時
の
礼
を

説
く
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
往
生
論
』
に
説
か
れ
る
行

に
つ
い
て
だ
が
、「
穢
土
初
心
の
菩
薩
」
が
修
す
る
も
の
と
し
、
行

ず
る
者
を
菩
薩
と
捉
え
る
例
が
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
整
理
か
ら
、
聖
光
が
菩
薩
の
行
に
な
ら
っ
て
念
仏
行
や
礼

拝
行
を
説
く
部
分
が
見
ら
れ
、
ま
た
称
名
念
仏
行
を
修
す
る
凡
夫
は

大
乗
の
菩
薩
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
、
い
く
つ
か
確

認
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四　

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
、
我
々
人
間
は
み
な
凡
夫
で
あ
る
と
主
張
を
し
な
が

ら
、
称
名
念
仏
行
を
修
す
る
凡
夫
は
菩
薩
の
行
を
修
す
る
者
で
あ
る

と
い
う
主
張
が
聖
光
の
思
想
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
光
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
称
名
念

仏
行
は
大
乗
仏
教
の
思
想
の
上
か
ら
見
て
も
価
値
の
高
い
も
の
で
あ

る
と
自
ら
の
修
学
の
上
で
確
信
に
至
っ
た
と
い
う
点
、
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
主
張
を
す
る
こ
と
が
、
当
時
聖
光
の
ま
わ
り
で
活
動
し
て
い

た
僧
に
称
名
念
仏
の
行
を
広
め
る
上
で
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が

あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

聖
光
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、「
大
乗
の
法
相
を
習
う
に
、
聖
道

門
に
も
浄
土
門
に
も
、
必
ず
願
を
も
っ
て
先
と
す
る
が
故
に
菩
提
薩

埵
と
は
先
ず
菩
提
心
願
を
起
す
と
云
へ
り
」
と
い
っ
て
、
聖
道
門
で

あ
ろ
う
と
も
浄
土
門
で
あ
ろ
う
と
も
、
同
じ
大
乗
の
教
説
で
い
う
な

ら
ば
、
と
い
う
大
乗
仏
教
と
い
う
範
疇
で
の
価
値
観
を
意
識
し
た
主

張
が
見
ら
れ
る
。
大
乗
仏
教
で
い
う
「
仏
を
求
め
る
衆
生
」
と
い
う

菩
薩
の
定
義
の
上
に
称
名
念
仏
の
行
者
を
当
て
、
ま
た
、「
下
化
衆

生
」「
利
他
」
の
立
場
と
し
て
、
他
を
教
化
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土

に
共
に
往
生
し
よ
う
と
い
う
「
願
」
を
当
て
る
こ
と
で
、
大
乗
仏
教

と
い
う
範
疇
で
見
て
も
称
名
念
仏
行
は
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
聖
浄
兼
学
と
い
う
立
場
を

主
張
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
法
然
の
説
く
称
名
念
仏

行
が
、
大
乗
仏
教
の
範
疇
か
ら
み
て
も
高
い
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
確
信
を
聖
浄
兼
学
と
い
う
経
験
で
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ

し
て
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
活
躍
し
て
い
た
僧
へ
有

効
的
に
念
仏
を
広
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
、
聖
浄
兼

学
の
身
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

聖
浄
兼
学
の
表
明
は
、
文
献
の
上
で
は
最
後
期
に
記
さ
れ
た
『
徹
選

択
集
』
に
見
ら
れ
る
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
聖
光
の
著
作
全

般
に
も
見
ら
れ
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
授
手
印
』
の
段
階
か

ら
聖
浄
兼
学
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
著
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
と

も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1　
『
徹
選
択
集
』
上
（
浄
全
七
・
九
五
上
）

2　
『
徹
選
択
集
』
上
（
浄
全
七
・
八
八
下
）

3　

有
人
云
、
初
心
念
仏
行
者
道
場
建
立
、
本
尊
安
置
持
經
敬
、
其
智
慧
深
淨

土
法
門
達
、
道
場
法
界
道
場
、
本
尊
我
心
本
尊
也
。
西
方
非
西
方
、
心
心
念

西
方
ナ
レ
ハ
ト
云
是
如
何
。（
浄
全
一
〇
・
二
一
三
上
）

4　

大
乗
漸
頓
二
機
有
、
漸
教
機
漸
漸
行
之
成
仏
、
頓
機
頓
四
弘
誓
願
成
就
成

仏
也
。（
浄
全
一
〇
・
一
八
三
上
）
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放
生
会
に
つ
い
て

西　

城　

宗　

隆

は
じ
め
に

　

放
生
会
は
捕
え
ら
れ
て
い
た
魚
・
鳥
等
の
生
き
物
に
三
帰
な
ど
を

授
け
て
、
仏
子
に
し
て
か
ら
池
・
山
野
な
ど
に
放
つ
法
要
で
あ
る
。

浄
土
宗
で
は
敬
首
の
『
放
生
慈
済
羯
磨
儀
軌
』
に
依
っ
て
勤
め
て
い

る
。
こ
の
法
会
は
、
所
用
時
間
・
出
仕
人
数
と
難
解
な
文
体
な
ど
の

問
題
が
あ
る
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
は
浄
土
宗
の
放
生
会
と
し
て
簡

潔
な
式
次
第
を
考
案
し
て
い
る
。
先
ず
、
放
生
会
の
正
依
経
典
を
明

確
に
し
、
式
次
第
の
歴
史
的
変
遷
と
儀
礼
構
造
と
そ
の
思
想
を
考
究

す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
簡
略
化
す
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
学
的
概
念

を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
放
生
会
の
正
依
経
典

　

放
生
会
の
概
念
は
『
梵
網
経
』
の
第
二
十
軽
戒
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
仏
子
た
る
も
の
は
、
慈
し
み
の
心
で
放
生
の
業
を
行
ぜ
よ
。（
中

略
）　

常
に
放
生
を
行
じ
、
何
度
も
転
生
し
、〔
仏
性
〕
常
住
の
教
え

を
も
っ
て
人
に
も
放
生
を
行
う
よ
う
に
さ
せ
よ
。
も
し
世
間
の
人
々

が
動
物
を
殺
そ
う
と
す
る
の
を
見
た
な
ら
、
手
段
を
講
じ
て
救
済
し
、

苦
難
か
ら
解
放
し
て
や
り
、
常
に
〔
衆
生
を
〕
教
化
し
て
菩
薩
戒
を

説
き
明
か
し
、
衆
生
を
救
済
す
べ
し
。（
中
略
）　

父
母
や
兄
弟
の
死

亡
日
に
は
、
法
師
を
家
に
招
い
て
菩
薩
戒
の
経
や
律
を
講
じ
、
そ
の

福
徳
を
亡
者
に
役
立
て
、
諸
仏
に
見
え
る
こ
と
が
で
き
、
人
界
や
天

上
界
に
転
生
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
」
と
あ
る（

1
（

。
仏
弟
子
た
る
も
の
は

生
命
を
尊
重
し
、
慈
悲
を
実
践
す
る
放
生
を
常
に
行
う
べ
き
で
あ
る

と
説
く
。
こ
の
放
生
戒
は
、
常
行
放
生
・
生
類
救
護
・
済
度
衆
生
の

三
部
か
ら
な
る（

（
（

。
放
生
会
は
単
な
る
生
類
の
救
済
儀
礼
で
な
く
、
止

悪
（
不
殺
生
）
修
善
（
放
生
）
の
対
自
儀
礼
で
あ
り
、
同
時
に
生
類

と
参
列
者
に
対
す
る
対
他
儀
礼
（
教
化
儀
礼
）
で
も
あ
り
、
止
悪
修
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善
を
具
現
化
し
た
思
想
的
儀
礼
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
菩
薩
戒

を
講
説
し
て
亡
き
人
を
人
界
・
天
上
界
に
転
生
で
き
る
よ
う
に
す
べ

き
と
説
き
、
死
者
儀
礼
の
典
故
と
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
梵
網

経
』
は
放
生
の
思
想
根
拠
を
説
い
て
い
る
が
、
具
体
的
な
生
類
得
脱

儀
礼
で
あ
る
作
法
を
説
い
て
い
な
い
。

　

曇
無
讖
『
金
光
明
経
』「
流
水
長
者
子
品
」
に
は
、
釈
尊
の
前
世

で
あ
る
流
水
長
者
が
枯
渇
し
て
い
る
池
で
死
に
か
け
て
い
る
無
数
の

魚
に
水
と
法
食（
飲
食
）を
与
え
、
十
二
因
縁
を
解
説
し
、
宝
勝
如
来

の
名
号
（
十
号
）
を
称
え
、
こ
の
因
縁
に
よ
っ
て
没
後
に
忉
利
天
へ

生
じ
た
と
い
う
本
生
譚
を
説
い
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
類
得
脱

の
規
範
は
仏
法
を
説
い
て
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
と
し
た
。

　
『
無
量
寿
経
』
は
、
放
生
会
に
関
し
て
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
放
生
会
の
厳
修
に
際
し
て
思
想
的
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。

「
光
明
歎
徳
章
」
に
は
、「
も
し
三
途
勤
苦
の
処
に
あ
っ
て
、
こ
の
光

明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
皆
休
息
を
得
て
、
ま
た
苦
悩
な
し
。
寿
終

の
後
、
皆
解
脱
を
蒙
る
」
と
あ
る
。
こ
の
「
若
在
三
途
の
文
」
を
放

生
思
想
と
し
て
放
生
会
を
勤
め
る
べ
き
で
あ
る（

4
（

。

二
、
智
顗
・
遵
式
・
知
礼
・
珠
宏
な
ど
の
放
生
会

　

天
台
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
八
）
は
『
金
光
明
経
』
の
経
説
に
よ

っ
て
放
生
会
を
勤
め
た
。
放
生
会
と
不
殺
生
の
地
域
を
設
け
た
放
生

池
の
設
置
は
、
記
録
上
最
も
古
い
事
例
と
さ
れ
て
い
る
。
智
顗
は
漁

師
の
殺
生
と
水
難
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
放
生
池
を
設
け
、
水
族
に
救

命
救
護
し
、
財
法
二
施
の
舟
上
講
経
と
粳
糧
施
食
を
し
た
。『
金
光

明
経
』
の
経
説
の
通
り
に
十
二
因
縁
の
解
説
と
宝
勝
如
来
の
名
号
を

称
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
後
世
の
放
生
会
の
必
須
儀
礼

と
な
っ
た（

5
（

。

　
『
仏
祖
統
紀
』
に
は
、
遵
式
（
九
六
四
～
一
〇
三
二
）
が
西
湖
で
、

知
礼
（
九
六
〇
～
一
〇
二
八
）
が
南
湖
で
共
に
放
生
会
を
厳
修
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
儀
を
著
し
た
。
知
礼
と
遵
式
は
、
天
台
一
六
祖
法
雲

義
通
の
兄
弟
弟
子
で
あ
る
。
知
礼
は
遵
式
と
共
に
雨
乞
い
の
た
め
に

「
金
光
明
懺
法
」
を
修
し
た
。
知
礼
は
こ
の
時
の
行
儀
を
『
金
光
明

最
勝
懺
法
』
と
し
て
著
し
た
。
遵
式
は
こ
の
行
儀
を
増
補
し
て
整
理

し
た
の
が
『
金
光
明
懺
法
補
助
儀
』
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
知
礼
と

遵
式
は
交
友
関
係
に
あ
り
、
放
生
会
も
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
と

思
わ
れ
、
両
師
の
放
生
会
の
式
次
第
は
近
似
し
て
い
る
。

　

遵
式
の
『
放
生
慈
済
法
門
并
序
』
は
七
章
に
分
け
て
放
生
を
行
っ

て
い
る
。
第
一
「
叙
由
章
」
は
表
白
と
同
様
に
生
類
と
聴
衆
に
放
生

の
由
縁
を
説
く
。
第
二
「
呪
水
章
」
は
穢
跡
真
言
を
誦
し
て
生
類
に

洒
浄
し
て
法
器
と
す
る
。
第
三
「
請
加
章
」
は
諸
仏
・
釈
迦
・
宝
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勝
・
観
音
・
弥
陀
の
冥
加
を
請
い
正
法
を
聴
か
せ
る
。
第
四
「
帰
依

章
」
は
三
宝
に
帰
依
し
て
正
信
心
を
起
さ
せ
る
。
第
五
「
称
仏
章
」

は
生
類
の
た
め
に
宝
勝
如
来
の
十
号
を
称
え
て
、
臨
終
に
仏
名
を
聞

け
ば
天
に
生
じ
成
仏
す
る
由
縁
を
説
く
。
第
六
「
説
法
章
」
は
余
乗

に
依
ら
ず
『
法
華
経
』
に
依
る
甚
深
の
十
二
因
縁
を
説
く
こ
と
を
明

か
す
。
第
七
「
懺
悔
章
」
は
生
類
の
た
め
に
罪
垢
を
懺
滌
し
て
、
速

や
か
に
開
悟
し
て
解
脱
を
得
る
こ
と
を
明
か
す
。
一
念
の
懺
悔
は
永

劫
に
傍
生
の
難
を
消
滅
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
懺
悔
は
第
一
の

法
で
あ
る
と
説
く
（
7
（

。

　
『
金
光
明
経
』
は
生
類
に
称
仏
十
号
と
十
二
因
縁
の
み
を
解
説
し

た
。
仏
弟
子
に
す
る
作
法
は
、
懺
悔
・
三
宝
帰
依
な
ど
で
あ
り
、
遵

式
は
入
門
儀
礼
を
増
補
し
た
こ
と
に
な
る
。
放
生
会
は
生
類
を
仏
弟

子
に
す
る
作
法
と
言
え
る
。
ま
た
、
通
常
の
法
会
で
は
儀
礼
説
明
を

し
な
い
で
勤
め
る
が
、
遵
式
は
儀
礼
の
趣
旨
説
明
を
し
て
か
ら
作
法

す
る
教
化
儀
礼
的
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
第
五
「
称
仏
章
」
で
は

「
専
ら
宝
勝
如
来
の
名
号
を
称
え
、
余
仏
を
称
え
ず
」
と
あ
る
。
専

称
一
仏
で
あ
る
が
、
七
徧
と
い
う
真
言
的
な
称
え
方
で
あ
る
。
第
七

「
懺
悔
章
」
で
は
、「『
阿
弥
陀
経
』
の
「
薛
茘
蜎
蜚
は
皆
我
国
に
生

ず
。
信
知
す
べ
し
。
異
類
亦
往
生
の
理
あ
り
。
汝
自
ら
疑
う
こ
と
勿

れ
」
と
あ
り
、
草
木
と
虫
も
往
生
す
る
こ
と
を
引
用
し
て
い
る（

8
（

。

『
往
生
浄
土
決
義
行
願
二
門
』
に
は
、「
声
を
連
ね
て
、
阿
弥
陀
仏
と

称
し
、
一
気
を
尽
く
す
を
一
念
と
な
し
、
か
く
の
如
く
十
気
を
十
念

と
な
す
」
と
い
う
十
気
念
仏
を
記
し
て
い
る（

9
（

。
ま
た
、
増
上
寺
に
伝

わ
る
「
阿
弥
陀
懺
法
」
の
『
往
生
浄
土
懺
願
儀
』
を
著
し
、
弥
陀
思

想
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
念
仏
を
称
え
て
い
な
い
。

「
余
仏
を
称
え
ず
」
と
あ
る
説
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

知
礼
の
『
放
生
文
』
は
遵
式
の
放
生
会
の
構
成
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
（
10
（

。
た
だ
し
、
大
穢
跡
金
剛
聖
者
（
烏
枢
沙
摩
明
王
）
を
潜
に
道
場

に
黙
念
し
て
奉
請
し
、
表
白
で
は
三
宝
・
釈
迦
・
弥
陀
・
宝
勝
・
観

音
の
順
と
な
り
、
早
く
解
脱
を
得
せ
し
め
給
え
と
念
じ
て
い
る
。
三

帰
三
竟
の
後
に
は
「
従
今
已
往　

称
仏
為
師　

更
不
帰
依　

邪
魔
外

道　

惟
願
三
宝　

哀
憐
摂
受
」
と
あ
る
。
湛
然
の
『
授
菩
薩
戒
儀
』

と
遵
式
の
『
授
菩
薩
戒
儀
式
十
科
』
の
第
三
帰
依
三
宝
で
は
同
文
を

記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
三
宝
帰
依
の
誓
約
作
法
と
な
っ
た
。
遵
式
は

天
台
教
判
に
基
づ
い
て
放
生
儀
規
を
構
築
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

知
礼
は
教
学
的
で
は
な
く
儀
礼
を
簡
潔
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
広
く
他
宗
に
も
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
天
台
宗
の
放

生
会
は
知
礼
の
『
放
生
文
』
を
全
文
引
用
し
た
『
台
門
行
要
抄
』

「
放
生
文
」
に
よ
っ
て
勤
め
て
い
る
。

　

珠
宏
（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
の
「
放
生
儀
」『
雲
棲
法
彙
』
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は
、
知
礼
の
『
放
生
文
』
を
基
に
行
じ
易
い
よ
う
に
簡
略
化
し
た
。

「
先
ず
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
に
生
じ
て
、
次
に
毘
盧
遮
那
華
厳
玄

門
に
入
る
を
取
る
」
と
し
て
、『
華
厳
経
』
十
回
向
品
を
加
え
て
善

根
と
し
た（

11
（

。
知
礼
と
の
相
違
点
は
、
①
観
音
の
奉
請
、
②
大
悲
神
呪

と
往
生
呪
の
真
言
を
誦
し
、
③
表
白
の
勧
請
句
は
三
宝
・
釈
迦
・
弥

陀
・
宝
勝
と
、
流
水
長
者
子
・
智
顗
・
永
明
延
寿
の
人
師
を
加
え
、

④
懺
悔
偈
を
唱
え
、
⑤
『
華
厳
経
』
を
読
誦
し
、
⑦
阿
弥
陀
仏
を
称

念
仏
し
て
生
類
を
放
つ
こ
と
で
あ
る
。
遵
式
・
知
礼
の
天
台
系
の
放

生
儀
則
か
ら
浄
土
系
の
放
生
儀
則
化
を
目
指
し
た
。
た
だ
し
、
宝
勝

如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
人
天
に
生
じ
て
、
持
戒
修
行
し
て
信
心
念
仏

す
れ
ば
願
に
随
っ
て
往
生
す
る
と
説
き
、
生
類
の
順
次
往
生
は
な
い

と
説
い
て
い
る
。

　
『
禅
門
日
課
』
の
「
放
生
儀
軌
」
は
珠
宏
の
『
放
生
儀
』
を
改
訂

増
補
し
、
現
在
中
国
の
寺
院
で
用
い
ら
れ
て
い
る（

1（
（

。
こ
の
特
色
は
①

儀
礼
と
し
て
仏
菩
薩
名
を
称
え
、
②
心
経
を
誦
経
し
、
③
真
言
を
誦

し
、
④
懺
悔
は
後
半
で
は
な
く
表
白
の
直
後
に
発
露
懺
悔
し
、
⑤
宝

勝
如
来
の
十
号
を
称
え
ず
に
七
如
来
の
名
号
を
称
え
る
。
こ
の
儀
軌

は
作
法
の
説
明
が
な
く
な
り
、
施
餓
鬼
会
と
同
様
の
水
陸
会
に
近
似

し
て
い
る
。

　

必
夢
の
『
浄
土
諸
廻
向
宝
鑑
』
四
巻
（
二
八
オ
・
一
六
九
八
刊
）

は
、
八
月
放
生
会
軌
則
と
し
て
、
珠
宏
の
式
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
た
。

宝
勝
如
来
の
十
号
・
十
二
因
縁
・
華
厳
経
の
回
向
文
な
ど
を
省
略
し

て
簡
潔
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
知
礼
の
結
願
文
を
引
用
し
て
い
る
。

『
浄
業
課
誦　

附
録
』
の
放
生
儀
（
一
七
三
四
刊
）
は
、
必
夢
の
軌

規
よ
り
宝
勝
如
来
の
十
号
と
弥
陀
の
称
仏
と
回
向
偈
を
加
え
て
い
る
。

貞
極
の
『
放
生
真
偽
論
訣
』（
一
七
五
〇
刊
）
は
表
白
に
相
当
す
る

呪
願
・
阿
弥
陀
仏
の
名
号
十
声
・
宝
勝
如
来
の
名
号
三
声
・
念
仏
回

向
で
あ
り
、
敬
首
に
対
し
て
簡
略
な
式
に
し
て
い
る（

1（
（

。

三
、
敬
首
の
『
放
生
慈
済
羯
磨
儀
軌
』

　

敬
首
（
一
六
八
三
～
一
七
四
八
）
の
放
生
会
は
、
遵
式
と
知
礼
の

儀
礼
構
成
に
依
っ
て
い
る（

14
（

。
放
生
会
の
共
通
儀
礼
は
、
散
洒
生
類
・

三
帰
・
称
仏
名
と
懺
悔
で
あ
る
。
散
洒
は
灌
頂
作
法
と
す
れ
ば
、
仏

弟
子
と
な
る
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
放
生
会
の
儀
礼
を
比
較
し

て
み
る
と
、
敬
首
の
放
生
会
の
特
色
が
明
確
に
な
る
。
①
生
類
と
烏

枢
沙
摩
明
王
を
外
陣
側
に
安
置
し
て
外
陣
法
要
と
し
、
②
導
師
の
み

で
は
な
く
出
僧
一
か
ら
出
僧
五
を
定
め
て
そ
れ
ぞ
れ
告
諭
す
る
形
式

と
し
、
③
如
来
と
流
水
長
者
を
奉
請
す
る
文
を
唱
え
、
そ
の
後
に
香

偈
三
宝
礼
を
唱
え
、
④
三
帰
は
現
行
と
同
様
に
「
願
従
今
身
尽
未
来

際　

帰
依
仏
両
足
尊
」
と
し
、
尽
未
来
際
と
両
足
尊
を
加
え
、
⑤
宝
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勝
如
来
と
さ
ら
に
無
量
寿
如
来
の
十
号
を
唱
え
て
一
拝
し
、
⑥
十
二

因
縁
の
法
門
で
は
な
く
、
最
勝
一
乗
の
経
典
に
説
く
十
二
光
仏
の
威

神
の
功
徳
、
十
無
尽
戒
、
常
住
の
妙
理
を
演
べ
る
た
め
に
「
光
明
歎

徳
章
」
と
『
菩
薩
戒
経
』
を
読
誦
し
、
⑥
懺
悔
は
懺
悔
偈
で
な
く
五

悔
を
唱
え
た
。
こ
れ
ら
の
点
で
独
自
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
出
僧
の
告
諭
は
各
放
生
会
の
文
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
紙
数
の

関
係
で
詳
細
を
指
摘
で
き
な
い
が
、
出
僧
一
は
『
易
経
』
と
元
賢
の

『
浄
慈
要
語
』、
出
僧
二
・
三
・
五
は
知
礼
の
『
放
生
文
』、
出
僧
四

は
遵
式
の
『
放
生
慈
済
法
門
并
序
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
特
に
、

知
礼
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
式
次
第
に
は
、
浄
土
宗
の
正
宗
分
中
の
正
宗
分
で
あ
る
摂
益

文
・
念
仏
一
会
・
総
回
向
偈
・
十
念
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
教
義
的

な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
享

保
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
、『
瓔
珞
和
上
説
戒
随
聞
記
』
も
同
年
に
著

述
さ
れ
た
。
こ
の
『
説
戒
随
聞
記
』
は
円
頓
戒
の
説
戒
（
戒
さ
ば

き
）
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
放
生
会
の
思
想
を
知
る
う
え
で
重

要
な
著
述
で
あ
る
。
戒
と
念
仏
は
ど
ち
ら
が
先
に
修
す
べ
き
か
の
問

題
に
つ
い
て
、
法
然
上
人
の
法
語
を
典
故
と
し
て
、
仏
教
徒
と
し
て

ま
ず
戒
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
次
に
念
仏
の
法
門
を
聞
く

べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

15
（

。
戒
法
で
は
、「
三
学
の
戒
」
と
「
随

分
の
戒
」
と
を
区
分
し
、
持
戒
清
浄
に
な
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

三
学
の
戒
は
、
比
丘
二
百
五
十
戒
の
よ
う
に
必
ず
総
て
の
戒
を
受
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
随
分
の
戒
は
、
自
身
の

分
に
随
っ
て
た
っ
た
一
つ
の
戒
だ
け
を
持
つ
こ
と
で
よ
し
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
自
身
が
持
戒
清
浄
で
あ
る
と
心
得
て
よ
い

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
生
類
も
持
て
る
戒
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依

っ
て
、
敬
首
の
放
生
会
は
受
戒
作
法
が
重
要
な
儀
礼
と
な
る（

16
（

。
次
に
、

念
仏
往
生
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
戒
の
機
根
は
、
六
道
の
衆
生
も

含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
念
仏
も
同
様
に
機
根
を
問
わ
な
い
。
し
か
し
、

安
心
具
足
し
て
い
な
い
こ
と
と
、
南
無
と
称
え
な
け
れ
ば
往
生
は
し

な
い
と
い
う
説
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
念
々
相
続
し
な
け
れ
ば
往

生
は
し
な
い
が
、
円
頓
戒
を
一
度
受
け
れ
ば
、
功
能
が
日
々
倍
増
す

る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
念
仏
は
報
土
に
往
生
す
る
が
、
菩
薩
戒

を
受
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
仏
の
位
と
等
し
く
な
る
と
論
じ
て
い
る（

17
（

。
そ

し
て
「
仏
家
に
住
存
す
る
に
は
、
戒
を
以
て
本
と
為
す
」
と
説
い
て

い
る（

18
（

。
こ
の
よ
う
に
敬
首
は
「
念
仏
為
先
」
と
い
う
よ
り
「
円
戒
為

本
」
の
思
想
で
あ
る
。
生
類
は
安
心
具
足
も
、
念
仏
も
称
え
ら
れ
な

い
の
で
順
次
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

円
頓
戒
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
仏
の
位
と
同
じ
と
な
り
、

真
の
仏
弟
子
と
な
る
。
こ
れ
は
生
類
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
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あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
敬
首
は
念
仏
往
生
で
な
く
、「
受
戒
即
成

仏
」
説
を
取
っ
て
い
る
。
儀
礼
と
し
て
は
三
帰
戒
の
み
を
授
け
て
い

る
。『
菩
薩
戒
経
』
を
誦
経
す
る
こ
と
は
、
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
の

が
れ
る
た
め
に
、
十
無
尽
戒
の
常
住
の
妙
理
を
演
説
し
て
、
仏
の
護

念
を
受
け
る
た
め
で
あ
る
と
「
出
僧
四
」
で
告
諭
し
て
い
る
。
こ
れ

は
十
重
禁
戒
の
一
々
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
円
頓
戒
を
授
け
る
授

戒
会
の
十
二
門
戒
儀
の
「
説
相
」
に
相
当
す
る
。
敬
首
に
と
っ
て
は

生
類
に
授
戒
す
る
化
他
行
と
い
う
よ
り
、
菩
薩
戒
を
読
誦
し
て
菩
薩

戒
を
持
つ
こ
と
と
、
十
重
禁
戒
を
犯
し
た
者
が
懺
悔
す
る
布
薩
の
行

法
と
も
い
え
る
。

　

第
四
十
五
軽
戒
は
、
衆
生
を
見
た
時
、
三
帰
戒
と
十
戒
を
み
な
受

け
る
べ
し
。
牛
馬
を
見
た
時
に
心
に
念
じ
、
口
に
汝
は
生
類
、
菩
提

心
を
発
せ
よ
と
言
う
べ
し
と
あ
る
。
義
寂
の
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本

疏
』
に
、
生
類
は
仏
法
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
法
声
と

光
明
が
毛
穴
の
中
に
入
っ
て
、
遠
く
菩
提
の
因
縁
を
な
す
と
い
う
。

そ
れ
故
に
、
聞
法
の
功
徳
が
あ
り
、
仏
法
は
毛
穴
か
ら
入
る
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

19
（

。
敬
首
は
日
課
三
万
遍
を
称
え
て
い
る
念
仏
者

で
あ
る
。
な
ぜ
敬
首
の
放
生
会
に
は
無
量
寿
如
来
の
十
号
を
称
え
る

が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
は
相
続
す

る
こ
と
に
あ
っ
て
、
一
念
で
は
蓮
華
化
生
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
戒
は
一
戒
を
持
つ
こ
と
で
よ
し
と
し
て
い
る
。
放

生
会
で
は
宝
勝
如
来
の
十
号
を
称
え
て
忉
利
天
に
生
ず
る
こ
と
を
願

い
、
無
量
寿
如
来
の
十
号
を
称
え
て
往
生
を
願
う
。
施
餓
鬼
会
表
白

で
餓
鬼
は
天
に
生
ず
る
こ
と
を
得
る
と
述
べ
、
法
要
で
は
超
生
浄
土

と
回
向
し
て
い
る
。
こ
の
二
重
構
造
で
は
整
合
性
が
取
れ
な
い
の
で
、

念
仏
を
称
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
念
仏
者
と
し
て
光

明
歎
徳
章
を
誦
経
し
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
摂
取
の
三
光
が
三

毒
煩
悩
を
消
滅
し
、
十
二
光
仏
の
清
浄
光
に
よ
っ
て
戒
法
を
持
ち
、

歓
喜
光
に
よ
っ
て
忍
辱
の
行
を
修
し
、
智
慧
光
に
よ
っ
て
智
慧
あ
る

も
の
に
な
る
と
念
じ
た
の
で
あ
ろ
う（

（0
（

。
そ
れ
故
に
、『
菩
薩
戒
経
』

の
前
に
「
歎
徳
章
」
を
誦
経
し
た
の
で
あ
る
。

　

増
上
寺
で
は
九
代
将
軍
の
七
七
日
忌
で
敬
首
の
儀
規
に
よ
っ
て
放

生
会
を
勤
め
て
念
仏
回
向
を
し
た
。
ま
た
、
天
保
年
間
の
『
年
中
常

規
』
に
毎
月
放
生
会
を
開
山
堂
で
勤
め
た（

（1
（

。
ま
た
、
檀
林
は
じ
め
一

般
寺
院
で
も
行
わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る
。
例
え
ば
魚
籃
寺
で
は
宝

暦
一
一
年
よ
り
徳
川
家
の
た
め
に
御
祈
祷
を
し
た
放
生
鳩
で
あ
る
か

ら
鷹
の
え
さ
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
訴
え
た
天
明
四
年
（
一
七

八
四
）
の
祈
祷
と
し
て
の
放
生
会
の
文
書
が
あ
る（

（（
（

。
昭
和
二
年
『
訓

訳
片
カ
ナ
付　

放
生
会
儀
軌
』
に
至
っ
て
、
摂
益
文
・
念
仏
一
会
・

総
回
向
偈
・
十
念
・
総
願
偈
・（
三
帰
礼
）・
送
仏
偈
を
加
え
た
。
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ま
と
め

　

知
礼
・
珠
宏
・
敬
首
は
生
類
に
代
わ
っ
て
求
哀
懺
悔
を
し
て
い
る
。

知
礼
・
敬
首
は
生
類
に
対
し
て
心
を
開
き
意
（
仏
の
こ
こ
ろ
）
を
解

る
よ
う
に
授
与
三
帰
の
形
式
で
三
宝
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
亡
き

人
の
た
め
の
葬
送
儀
礼
と
同
じ
で
あ
る（

（（
（

。
三
心
不
具
足
と
念
仏
を
称

え
ら
れ
な
い
衆
生
の
た
め
に
、
敬
首
は
独
創
的
な
受
戒
成
仏
を
説
い

た
。
こ
の
た
め
に
「
光
明
歎
徳
章
」
を
読
誦
し
て
十
二
光
仏
の
威
神

の
功
徳
を
明
ら
か
に
し
た
。
弥
陀
の
清
浄
光
に
よ
っ
て
戒
を
持
て
る

よ
う
に
な
り
、「
円
頓
戒
」
を
授
け
て
成
仏
を
願
っ
た
。
従
っ
て
、

浄
土
宗
の
放
生
会
は
、『
金
光
明
経
』
に
依
る
の
で
な
く
「
光
明
歎

徳
章
」
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
仏
教
で
の
表
白
は
儒
教

に
対
し
て
そ
の
文
章
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
が
み
ら
れ
る

が
、
浄
土
宗
の
表
白
な
ど
は
仏
典
と
法
語
か
ら
引
用
し
て
耳
で
聞
い

て
分
か
る
よ
う
な
文
体
で
告
諭
す
べ
き
で
あ
る
。
本
尊
阿
弥
陀
如
来

に
よ
っ
て
烏
枢
沙
摩
明
王
を
奉
安
し
な
い
。
烏
枢
沙
摩
明
王
解
穢
真

言
を
誦
さ
ず
に
洒
水
し
て
十
念
を
称
え
る
。
宝
勝
如
来
の
十
号
を
称

え
な
い
で
、
弥
陀
の
十
号
と
念
仏
を
称
え
る
。
懺
悔
は
前
半
に
行
う

べ
き
で
、
日
常
勤
行
式
・
枕
経
と
同
じ
儀
礼
構
成
と
な
る
。
放
生
の

対
象
名
は
、
異
類
は
じ
め
生
類
・
傍
生
・
生
命
・
衆
生
と
称
さ
れ
て

い
る
。
傍
生
は
体
を
横
に
し
て
生
き
て
い
る
動
物
の
こ
と
で
あ
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
生
類
と
称
し
た
方
が
良
い
の

で
は
な
い
か
。
従
っ
て
「
畜
生
回
向
文
」
は
生
類
回
向
文
と
し
、

「
若
有
（
畜
→
諸
）
生
類　

聞
弥
陀
名
号　

永
離
三
悪
道　

決
定
成

菩
提
」
と
改
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
文
は
各
教
典
の
肝
要
な
句
を

選
択
し
て
偈
文
と
し
て
い
る（

（4
（

。
最
後
に
、
順
次
往
生
な
ど
の
教
学
的

問
題
は
別
に
し
て
、
浄
土
宗
の
放
生
会
は
共
生
極
楽
を
願
う
べ
き
で

あ
る
。
敬
首
ま
で
の
放
生
会
は
、
没
し
た
生
類
の
回
向
（
頓
証
菩

提
）
を
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
宣
疏
で
「
一
切
衆
生
、
頭
頭
咸

珍
台
に
坐
せ
ん
こ
と
を
」
念
じ
て
い
る
が
、
念
仏
を
称
え
ら
れ
な
か

っ
た
生
類
と
亡
き
人
の
た
め
に
念
仏
回
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
1　

船
山
徹
『
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
生
活
規
則　

梵
網
経　

－

最
古
の
形
と
発
展

の
歴
史
』
三
〇
二
頁
。

2　
『
梵
網
経　

仏
典
講
座
一
四
』
に
よ
る
と
、
諸
師
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

名
称
が
あ
る
が
、
勝
荘
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
述
記
』
の
放
生
戒
に
よ
っ
た
。

卍
続
蔵
経
新
纂
三
八
・
四
二
四
Ｃ
一
一
。

3　

正
蔵
一
六
・
三
五
三
Ｂ
一
三
。『
金
光
明
経
』
は
放
生
教
示
の
経
典
と
さ

れ
て
い
る
が
、
道
世
の
『
法
苑
珠
林
』
放
生
篇
の
項
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
。『
金
光
明
経
』
は
魚
へ
の
得
脱
儀
礼
の
み
で
あ
っ
て
、
放
生
儀
礼
を
行

っ
て
い
な
い
。
道
世
以
降
の
知
礼
と
遵
式
に
至
っ
て
、『
金
光
明
経
』
の
経
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説
に
基
づ
い
た
放
生
会
が
定
例
化
し
、
放
生
会
の
思
想
的
根
拠
の
経
典
と
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

4　
『
浄
土
宗
聖
典
』
一
巻
二
三
七
・
一
五
。
第
三
十
三
・
触
光
柔
軟
願
、
同

書
・
二
二
九
頁
。

5　
『
隋
天
台
智
者
大
師
別
伝
』
正
蔵
五
〇
・
一
九
三
Ｃ
一
一
。
桑
谷
祐
顕

「
中
国
に
お
け
る
放
生
思
想
の
系
譜
」『
叡
山
学
院
研
究
紀
要
』
二
二
号
。

6　

正
蔵
四
九
・
三
二
二
Ｃ
一
六
。
池
田
魯
參
「
四
明
治
知
禮
の
生
涯
と
著

述
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
〇
冊
、
二
〇
六
頁
。

7　
『
金
園
集
』
中
巻
・
卍
続
蔵
経
新
纂
五
七
・
八
Ａ
。

8　

卍
続
蔵
経
新
纂
五
七
・
一
〇
Ａ
一
〇
。
支
嫌
『
大
阿
弥
陀
経
』「
我
が
国

中
を
し
て
泥
犁
禽
獣
薛
茘
蜎
飛
蠕
動
之
類
も
有
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
」
浄

全
一
・
一
〇
五
Ｂ
四
。

9　

正
蔵
四
七
・
一
四
七
Ａ
一
三
。

10　
『
四
明
尊
者
教
行
録
』
一
、
正
蔵
四
六
・
八
六
三
Ｂ
二
九
。

11　

漢
籍
リ
ポ
ジ
ト
リ
・
Ｋ
Ｒ
６
ｑ
０
２
１
４
「
雲
棲
法
彙

放
生
儀
」

12　

鎌
田
茂
雄
『
中
国
の
仏
教
儀
礼
』
三
九
九
頁
・
五
一
二
頁
。

13　
『
四
休
庵
貞
極
全
集
』
中
巻
・
一
三
九
六
Ａ
。

14　

同
書
一
〇
六
頁
、
敬
首
『
真
如
秘
稿
』
よ
り
引
用
。
敬
首
は
増
上
寺
の
学

僧
岸
了
に
つ
い
て
剃
髪
し
、
如
来
の
正
法
を
求
め
て
天
台
と
南
都
諸
学
と
戒

律
を
学
び
、
岸
了
よ
り
未
曽
有
の
説
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
秘
し
て
他
言
す
る

こ
と
勿
れ
と
諭
さ
れ
た
。
戒
山
を
証
明
と
し
て
自
誓
受
戒
し
て
大
乗
菩
薩
の

比
丘
と
な
り
、
天
竺
の
僧
侶
を
理
想
と
し
て
、
釈
尊
を
本
師
と
し
て
龍
樹
と

天
親
の
二
師
の
み
を
依
る
も
の
と
し
た
。
あ
ま
り
に
も
通
説
と
違
う
た
め
に
、

あ
る
人
は
讃
え
、
あ
る
人
は
嘆
く
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
村
上
専
精
は

『
大
乗
仏
説
論
批
判
』
で
「
各
宗
の
教
理
を
批
判
す
る
に
於
て
は
、
真
に
破

天
荒
」
で
あ
り
、「
大
乗
仏
説
に
対
す
る
疑
問
」
を
述
べ
て
い
る
の
で
、「
本

邦
大
乗
非
仏
説
論
の
先
駆
者
は
敬
首
律
師
そ
の
人
な
り
と
云
う
べ
し
」
と
述

べ
て
い
る
。『
真
如
秘
稿
』
に
は
、
窟
外
結
集
の
経
の
初
め
に
如
是
我
聞
等

と
書
く
の
は
不
審
で
あ
り
、
大
乗
の
伝
に
馬
鳴
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
前
の
人

を
記
し
て
い
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
仏
教
を
考
察

し
て
い
る
。
冨
永
仲
基
よ
り
早
い
大
乗
非
仏
説
論
者
で
あ
る
。

15　

続
浄
一
二
・
一
四
六
Ｂ
一
二
。

16　

続
浄
一
二
・
一
四
五
Ｂ
七
。

17　

続
浄
一
二
・
一
四
二
Ａ
六
。

18　

続
浄
一
二
・
一
四
四
Ｂ
七
。

19　
『
大
般
涅
槃
経
』
に
は
「
法
声
光
明
入
毛
孔
」
と
あ
る
。
正
蔵
一
二
・
四

一
七
Ｃ
一
一
。
平
成
四
年
版
の
『
放
生
慈
済
羯
磨
儀
軌
』
は
授
与
三
帰
三
竟

の
十
念
の
時
に
「
如
是
畜
生　

発
菩
提
心
」
と
意
念
し
て
い
る
。

20　

高
橋
弘
次
『
続
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
一
〇
二
頁
。

21　
『
淳
信
院
御
新
葬
式
御
中
陰
万
部
』
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
に
は
、

称
揚
念
仏
と
あ
り
、
中
陰
回
向
の
た
め
に
放
生
会
を
勤
め
た
。『
年
中
常
規
』

は
所
化
月
行
事
が
年
中
行
事
の
軌
範
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
敬
首
に
依

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
増
上
寺
史
料
集
』
二
巻
・
一
九
五
頁
。

22　
「
添
簡
控
」『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
四
八
号
・
八
三
頁
。
祈
祷
の
た
め

の
放
生
会
を
勤
め
た
。

23　

仏
弟
子
と
す
る
儀
礼
は
、
帰
敬
式
・
五
重
相
伝
で
の
剃
度
式
な
ど
だ
け
で

は
な
い
。
放
生
会
は
生
類
を
仏
弟
子
と
す
る
よ
う
に
、
施
餓
鬼
会
は
飲
食
を

施
し
て
三
帰
を
授
け
て
い
る
の
で
、
餓
鬼
を
仏
弟
子
と
す
る
法
会
で
あ
る
。

葬
儀
式
（
枕
経
）
そ
の
も
の
が
亡
き
人
を
仏
弟
子
と
し
て
往
生
を
念
ず
る
法

会
で
あ
る
。
日
常
勤
行
式
は
仏
弟
子
と
し
て
、
常
に
三
宝
を
敬
い
念
仏
す
る

法
会
で
あ
る
。
放
生
会
に
よ
っ
て
、
諸
類
の
回
向
し
た
例
は
あ
る
。

24　
「
若
有
畜
生
類�

得
聞
諸
仏
名�

永
離
三
悪
道�

不
生
八
難
処
」『
一
切
智
光
明

仙
人
慈
心
因
縁
不
食
肉
経
』

　

「
若
有
諸
衆
生�

未
発
菩
提
心�

一
得
聞
仏
名�

決
定
成
菩
提
」『
華
厳
経
』

�　
　
　
　
　

「
聞
弥
陀
名
号
」　��　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
観
経
疏
』
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Ⅰ
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
末
木
文
美
士
氏
は
「
中
世
的
な
発
想
の
特
徴
と
し
て
、

「
顕
」
と
「
冥
」（
あ
る
い
は
「
幽
」（
と
い
う
二
元
的
な
世
界
観
を

持
つ
の
で
は
な
い
か
」
と
の
仮
説
を
提
唱
さ
れ
「
こ
の
世
界
を
背
後

か
ら
動
か
す
不
可
思
議
な
力（

1
（

」
に
注
目
し
、「「
冥
」
の
世
界
に
、
死

者
や
神
仏
が
い
る（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
口
に

「
冥
・
顕
の
世
界
観
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
捉
え
方
は
一
様
で
は

な
い
。
ま
た
冥
の
世
界
か
ら
の
働
き
か
け
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
冥
衆
に
は
日
本
の
神
々
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
「
顕
と
冥
と

の
重
層
的
な
世
界
観
は
、
仏
教
者
の
教
理
的
な
著
作
に
お
い
て
は
そ

れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は（

（
（

」
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
世
の

信
心
の
世
界
で
は
、
現
世
に
お
け
る
「
冥
衆
の
力
」
と
共
に
、
も
う

一
つ
「
宿
業
」
と
い
う
、
同
じ
く
目
に
は
見
え
な
い
業
の
力
が
作
用

し
あ
っ
て
、
顕
の
世
界
が
成
り
立
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え

て
い
る（

4
（

。

　

一
方
、
浄
土
教
学
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
仏
と
の
感
応
道
交
を
は

じ
め
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
大
文
第
七
「
念
仏
利
益
」
の
第
二
に

説
か
れ
る
「
冥
得
護
持
」、
善
導
の
『
往
生
礼
賛
』
や
『
観
念
法
門
』

に
説
か
れ
る
「
随
逐
影
護
」
な
ど
、
そ
れ
ら
は
「
見
え
な
い
冥
衆
の

力
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
、
さ
ら
に
は
、
法
然
上
人
の
「
三

昧
発
得
」
や
「
二
祖
対
面
」
も
、
ま
さ
に
「
冥
」
の
世
界
と
の
「
感

応
」
体
験
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
冥
衆
の
不
可
思
議
な
力
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
作
用
・
働
き
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
法
然

教
学
に
則
し
て
い
う
な
ら
「
随
逐
影
護
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る

の
か
、
あ
る
い
は
和
語
の
法
語
で
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
「
あ
み

冥
・
顕
の
世
界
観
と
法
然
浄
土
教

笹　

田
（
川
内
）
教　

彰
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だ
の
御
ち
か
ら
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
論
は
、
法
然
浄
土
教
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の

「
冥
・
顕
の
世
界
観
」
と
い
う
中
世
的
な
発
想
の
な
か
で
「
随
逐
影

護
」・「
三
昧
発
得
」・「
二
祖
対
面
」
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

Ⅱ
、
冥
衆
の
力
と
宿
業

　

冥
衆
の
力
と
宿
業
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
注
目
し
た
い
の
は

『
往
生
要
集
』「
念
仏
利
益
」
第
二
「
冥
得
護
持
」
に
お
い
て
、『
般

舟
三
昧
経
』
か
ら
の
引
文
中
に
「
そ
の
宿
命
を
ば
除
く
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
「
偈
」
を
引
い
た
あ
と
に
「
十
住
婆
沙
に
、
こ
れ
等
の
文
を

引
き
已
り
て
云
く
、
た
だ
業
報
の
必
ず
応
に
受
く
べ
き
者
を
ば
除

く
」（
岩
波
『
日
本
思
想
大
系
』
六　

二
二
四
頁
（
と
注
記
さ
れ
て

い
る
点
、
つ
ま
り
「
冥
得
護
持
」（「
冥
衆
の
力
」（
も
、
業
報
（「
定

業
」
の
原
理
原
則
（
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
実
際
、
鎌
倉
時
代
後
半
に
成
立
し
た
無
住
の
『
沙
石

集
』
に
は
、「
神
力
モ
業
力
ニ
カ
タ
ズ
」
と
し
て
両
者
の
関
係
性
を

教
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

佛
法
ノ
効
験
ノ
掲
焉
ナ
ル
事
、
菩
薩
ノ
利
益
ノ
廣
大
ナ
ル
事
ヲ

聞
ニ
、
衆
生
ノ
苦
患
ニ
沈
、
感
応
ノ
停
ル
事
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

然
ニ
受
苦
ノ
衆
生
モ
多
ク
シ
テ
盡
ズ
。
佛
菩
薩
ヲ
憑
ム
人
ア
レ

ド
モ
、
感
応
ノ
掲
焉
事
モ
ナ
シ
。
此
事
凡
夫
ノ
心
ニ
不
審
ヒ
ラ

キ
ガ
タ
シ
。
今
、
経
論
ノ
意
ニ
ナ
ズ
ラ
ヘ
テ
、
古
徳
ノ
釋
ニ
ヨ

リ
テ
心
得
バ
、
一
切
衆
生
自
心
ニ
業
ヲ
作
リ
、
各
々
苦
報
ヲ
ウ

ク
。
所
作
ノ
業
、
百
千
劫
ヲ
経
ド
モ
亡
ゼ
ズ
シ
テ
、
因
縁
会
遇

テ
、
還
テ
其
報
ヲ
受
ト
云
リ
。
菩
薩
ノ
行
願
ア
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、

争
輙
ク
是
ヲ
助
ン
。
神
力
モ
業
力
ニ
カ
タ
ズ
ト
イ
ヘ
リ
。
若
由

ナ
ク
ヲ
シ
テ
ス
ク
ハ
ゞ
、
一
切
衆
生
苦
ニ
オ
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
。

（
岩
波
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
八
十
五　

一
二
四
頁
（

　

こ
こ
に
は
具
体
的
な
典
拠
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
仏
陀
さ
え

も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と
説
か
れ
る
「
定
業
」
の
概
念
を
用
い
て
、

神
仏
の
力
も
「
定
業
」
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
、
佛
菩
薩
神
明
の
霊
験
譚
が
数
多
く
作
ら
れ
た
背
景
に

は
「
冥
衆
の
力
」
を
頼
み
、
作
善
に
よ
る
現
世
の
利
益
を
希
求
す
る

人
々
の
切
実
な
心
情
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
「
観
応
」
は
ほ
と
ん
ど
お
き
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
て
無
住
が
導
き

出
し
た
結
論
が
「
神
力
、
業
力
に
勝
た
ず
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
法
然
上
人
の
『
浄
土
宗
略
鈔
』
で
あ
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る
。
こ
こ
に
は
現
世
利
益
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
な
か
に
、「
冥
衆
の

力
」（
＝
阿
弥
陀
佛
の
力
（
と
「
宿
業
」
と
の
関
係
性
が
示
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
宿
業
か
き
り
あ
り
て　

う
く
へ
か
ら
ん
や
ま
ひ
は　

い
か
な

る
も
ろ
も
ろ
の
ほ
と
け
か
み
に
い
の
る
と
も　

そ
れ
に
よ
る
ま

し
き
事
也　

い
の
る
に
よ
り
て
や
ま
ひ
も
や
み　

い
の
ち
も
の

ふ
る
事
あ
ら
は　

た
れ
か
は
一
人
と
し
て
や
み
し
ぬ
る
人
あ
ら

ん

い
は
ん
や
又
佛
の
御
ち
か
ら
は　

念
佛
を
信
す
る
も
の
を

は

転
重
軽
受
と
い
ひ
て　

宿
業
か
き
り
あ
り
て　

お
も
く
う

く
へ
き
や
ま
ひ
を　

か
ろ
く
う
け
さ
せ
給
ふ　

い
は
ん
や
非
業

を
は
ら
ひ
給
は
ん
事
ま
し
ま
さ
ゝ
ら
ん
や　

さ
れ
は
念
佛
を
信

す
る
人
は　

た
と
ひ
い
か
な
る
や
ま
ひ
を
う
く
れ
と
も
、
み
な

こ
れ
宿
業
也　

こ
れ
よ
り
お
も
く
こ
そ
う
く
へ
き
に　

ほ
と
け

の
御
ち
か
ら
に
て　

こ
れ
ほ
と
も
う
く
る
な
り
と
こ
そ
は
申
す

事
な
れ　

わ
れ
ら
か
悪
業
深
重
な
る
を
滅
し
て
極
楽
に
往
生
す

る
程
の
大
事
を
す
ら
と
け
さ
せ
給
ふ　

ま
し
て
こ
の
よ
に
い
か

程
な
ら
ぬ
い
の
ち
を
の
へ

や
ま
ひ
を
た
す
く
る
ち
か
ら
ま
し

ま
さ
ゝ
ら
ん
や
と
申
す
事
也
。（
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
十
五

『
黒
谷
上
人
語
燈
録
（
和
語
（』（
以
下
「
元
亨
版
」
と
略
す
。

同
朋
舎
出
版　

六
〇
二
頁　

傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
じ
（

　

こ
の
法
語
に
関
し
て
は
、
す
で
に
安
達
俊
英
氏
が
的
確
な
解
説
を

し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
、
法
然
上
人
に
は
現
世
で

の
利
益
を
説
く
法
語
は
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
利
益
は
、
善
導
の

『
往
生
礼
賛
』
や
『
観
念
法
門
』
の
叙
述
の
範
囲
内
で
説
明
さ
れ
て

い
る
た
め
か
、「
随
逐
影
護
」「
常
随
影
護
」
と
い
う
抽
象
的
な
表
現

に
と
ど
ま
る
。
と
こ
ろ
が
珍
し
い
こ
と
に
、『
浄
土
宗
略
鈔
』
で
は
、

治
病
・
延
命
と
い
っ
た
具
体
的
な
現
世
利
益
が
説
か
れ
て
い
る（

5
（

、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、『
往
生
礼
賛
』
や
『
観
念
法
門
』
に
説
く
「
随
逐
影
護
」

の
記
述
に
は
、
業
報
と
の
力
関
係
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
法
然

上
人
は
「
神
仏
に
祈
る
こ
と
が
直
接
、
現
世
で
の
治
病
・
延
命
な
ど

に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
と
断
言（

6
（

」
し
つ
つ
も
、「
転
重
軽
受
」
や

「
非
業
を
は
ら
ひ
給
」
う
こ
と
を
「
仏
の
御
ち
か
ら
」
の
現
れ
と
し

て
説
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
法
語
か
ら
は
、
現
世
利
益
に
関

し
て
「
仏
の
御
ち
か
ら
」（
＝
「
見
え
な
い
冥
衆
の
力
」（
が
、
過
去

世
か
ら
現
世
に
働
く
「
定
業
」
を
超
え
て
作
用
し
、「
非
命
業
」
さ

え
も
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
法
然
上
人
独
自
の
「
随
逐
影

護
」
の
捉
え
方
が
窺
え
る
と
い
え
よ
う
。



─ 187 ─

Ⅲ
、
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら

－

法
然
教
学
に
み
る
冥
・
顕

の
世
界
観

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
の
和
語
の
法
語
に
は
「
ほ
と

け
の
御
ち
か
ら
」
あ
る
い
は
「
念
佛
の
ち
か
ら
」
と
い
う
言
葉
が
散

見
さ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
用
例
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
。

①
（
前
略
（
返
々
も
本
願
を
と
り
つ
め
ま
い
ら
せ
て

一
念
も
う

た
か
ふ
御
心
な
く

十
聲
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
は

わ
か

身
は
た
と
ひ
い
か
に
罪
ふ
か
く
と
も

ほ
と
け
の
願
力
に
よ
り

て

一
定
往
生
す
る
そ
と
お
ほ
し
め
し
て

よ
く
〳
〵
一
す
ち

に
念
佛
の
候
へ
き
也

わ
れ
ら
か
往
生
は

ゆ
め
〳
〵
わ
か
身

の
よ
し
あ
し
き
に
は
よ
り
候
ま
し

ひ
と
へ
に
ほ
と
け
の
御
ち

か
ら
は
か
り
に
て
候
へ
き
也

わ
か
ち
か
ら
は
か
り
に
て
は

い
か
に
め
て
た
く
貴
と
き
人
（
と
（
申
す
と
も

末
法
の
こ
の

こ
ろ　

た
ゝ
ち
に
浄
土
に
む
ま
る
ゝ
程
の
事
は
あ
り
か
た
く
そ

候
へ
き　

又
佛
の
御
ち
か
ら
に
て
候
は
ん
に
は

い
か
に
罪
ふ

か
く
お
ろ
か
に
つ
た
な
き
身
な
り
と
も

そ
れ
に
は
よ
り
候
ま

し

た
ゝ
佛
の
願
力
を
信
し
信
せ
さ
る
に
そ
よ
り
候
へ
き
（
下

略
（「
元
亨
版
」
六
三
三
頁

②
問
曰　

自
力
他
力
の
事
は　

い
か
ん
か
心
え
候
へ
き

（
中

略
（
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
に
て

称
名
の
願
に
こ
た
へ

て
来
迎
せ
さ
せ
給
は
ん
事
は

な
ん
の
不
審
か
あ
る
へ
き

わ

か
身
つ
み
お
も
く
て
无
智
な
れ
は

佛
も
い
か
に
し
て
か
す
く

ひ
給
は
ん
な
ん
と
お
も
は
ん
物
は

つ
や
〳
〵
佛
の
願
を
も
し

ら
さ
る
物
也
（
下
略
（「
元
亨
版
」
六
三
九
頁

③
（
前
略
（
又
お
ほ
き
な
る
石
を
ふ
ね
に
い
れ
つ
れ
は

時
の
ほ

と
に
む
か
ひ
の
き
し
に
と
つ
く
か
こ
と
し

ま
た
く
こ
れ
は
石

の
ち
か
ら
に
は
あ
ら
す

ふ
ね
の
ち
か
ら
な
り

そ
れ
か
や
う

に　

わ
れ
ら
か
ち
か
ら
に
て
は
な
し

阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ち

か
ら
也

こ
れ
す
な
わ
ち
他
力
な
り
「
元
亨
版
」
五
七
九
頁

④
（
前
略
（
往
生
を
う
る
事
は
念
佛
の
ち
か
ら
也

わ
か
心
を
し

つ
め

こ
の
さ
わ
り
を
の
そ
き
て
の
ち

念
佛
せ
よ
と
に
は
あ

ら
す

た
ゝ
つ
ね
に
念
佛
し
て

そ
の
つ
み
を
は
滅
す
へ
し

（
下
略
（「
元
亨
版
」
六
四
一
頁

⑤
（
前
略
（
念
佛
の
ち
か
ら
に
あ
ら
す
は
善
人
な
を
む
ま
れ
か
た

し

い
は
ん
や
悪
人
を
や

五
念
に
五
障
を
消
し

三
念
に
三

従
を
滅
し
て

一
念
に
臨
終
の
来
迎
を
か
う
ふ
ら
ん
と

行
住

坐
臥
に
名
号
を
と
な
ふ
へ
し
「
元
亨
版
」
五
八
二
頁

　

①
に
お
け
る
「
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
」
は
、
同
文
中
に
記
さ
れ
て

い
る
阿
弥
陀
仏
の
「
願
力
」、
つ
ま
り
「
本
願
力
」
と
同
義
で
あ
り
、
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②
・
③
に
お
け
る
そ
れ
は
「
他
力
」
と
同
義
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
④
・
⑤
に
つ
い
て
は
、
浄
土
教
の
観
応
思
想
に
関
す

る
研
究
に
お
い
て
、
曽
和
義
宏
氏
が
「
機
感
の
不
同
」
を
説
く
道
綽

と
は
異
な
り
、
善
導
は
「
阿
弥
陀
佛
の
応
の
発
動
を
機
で
は
な
く
称

名
念
仏
と
い
う
行
に
転
換
し
て
」
い
る
。「
称
名
念
仏
と
い
う
行
が

応
が
発
動
す
る
因
と
な
る
の
は
本
願
の
行
だ
か
ら
で
あ
る（

7
（

。」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
さ
に
阿
弥
陀
佛
の
応
を
発
動

さ
せ
る
の
が
「
念
佛
の
ち
か
ら
」
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

業
報
輪
廻
思
想
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
鎌
倉
時
代
、
悪
業
深
重
の

凡
夫
は
地
獄
必
定
が
当
た
り
前
で
、
往
生
す
る
こ
と
な
ど
希
で
し
か

な
い
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
法
然
上
人
は
、「
わ
か
身

は
た
と
ひ
い
か
に
罪
ふ
か
く
と
も
」「
一
定
往
生
す
る
」
こ
と
を
説

い
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
現
世
か
ら
来
世
へ
と

働
く
地
獄
必
定
と
い
う
、
ま
さ
に
「
定
業
」
の
力
を
は
る
か
に
超
え

る
「
救
い
の
力
」、
そ
れ
こ
そ
が
「
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
」

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、『
浄
土
宗
略
鈔
』
で
現
世
利

益
を
説
か
れ
る
際
も
、
確
か
に
過
去
世
か
ら
現
世
へ
と
働
く
「
宿

業
」
は
受
け
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
阿
弥
陀
仏
は
「
極
楽
に
往
生

す
る
程
の
大
事
を
す
ら
と
け
さ
せ
給
ふ
」、
つ
ま
り
「
定
業
」
を
覆

す
絶
対
的
な
力
を
持
つ
故
「
い
か
程
な
ら
ぬ
い
の
ち
を
の
へ
や
ま
ひ

を
た
す
く
る
ち
か
ら
ま
し
ま
さ
ゝ
ら
ん
や
」
と
示
さ
れ
て
い
た
と
解

釈
さ
れ
よ
う
。

Ⅳ
、
法
然
浄
土
教
に
お
け
る
三
昧
発
得
・
二
祖
対
面
の

意
味

－

結
び
に
か
え
て

　

法
然
上
人
が
「
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ち
か
ら
」
を
主
張
さ
れ
る
の

は
、
ま
さ
に
そ
の
「
ち
か
ら
」
を
実
感
さ
れ
た
三
昧
発
得
が
大
き
く

影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
昧
発
得
に
関
し
て
は
、
中
野
正

明
氏
に
よ
っ
て
『
三
昧
発
得
記
』
が
真
撰
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ（

8
（

、

近
年
は
三
昧
発
得
の
時
期
に
関
し
て
も
新
た
な
説
が
提
唱
さ
れ
て
き

て
い
る（

9
（

、
そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
、
近
年
、
藤
本
浄
彦

氏
は
、「（
前
略
（
今
日
の
宗
祖
法
然
上
人
理
解
の
中
に
、
法
然
上
人

が
三
昧
発
得
の
体
験
を
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
記
録
が
『
三
昧

発
得
記
』
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
事
柄
を
加
え
入
れ
た
宗
学
研
究
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う（

10
（

。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
披
閲
し
て

そ
の
真
意
を
理
解
さ
れ
、
余
行
を
舎
め
て
口
称
念
仏
一
行
に
帰
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
身
・
口
・
意
三
業
の
実
践
で
あ
る
観
仏
三
昧
と
は

異
な
り
、
口
称
念
仏
と
い
う
口
業
の
み
に
よ
っ
て
三
昧
が
成
就
さ
れ

る
論
拠
は
な
く
、
口
称
念
仏
が
本
願
の
行
で
あ
る
と
い
う
ご
自
身
の
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解
釈
以
外
、
頼
る
術
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
日
課
と
さ

れ
て
い
た
念
仏
は
、
観
仏
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

末
木
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
冥
」
の
世
界
に
は
死
霊
を
含

め
て
さ
ま
ざ
ま
な
者
（
物
（
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

口
称
念
仏
の
結
果
、
浄
土
の
荘
厳
や
阿
弥
陀
三
尊
が
顕
現
し
て
く
る

こ
と
な
ど
、
全
く
不
確
か
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

従
っ
て
建
久
九
年
正
月
以
降
の
三
昧
発
得
は
、
ま
さ
に
「
念
仏
の

ち
か
ら
」
を
実
感
す
る
体
験
で
あ
り
「
阿
弥
陀
佛
の
力
」
が
確
実
に

作
用
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
往
生
で
き
る
こ
と
（
を
確
信
さ
れ
た
体
験

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
体
験
に
よ
り
、
経
文
中
の

「
本
願
力
」「
他
力
」
な
ど
「
阿
弥
陀
仏
の
力
」
を
示
す
す
べ
て
の
言

葉
は
法
然
上
人
に
と
っ
て
真
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然

上
人
の
専
修
念
仏
思
想
と
は
「
末
代
の
凡
夫
は
観
仏
三
昧
を
い
く
ら

行
っ
て
も
佛
は
現
れ
て
は
こ
な
い
。
た
だ
口
称
念
佛
一
行
こ
そ
が
阿

弥
陀
佛
の
力
を
発
動
さ
せ
、
仏
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
確
実
に
往

生
で
き
る
唯
一
の
実
践
で
あ
る
。」
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

一
方
、
二
祖
対
面
は
、
三
昧
発
得
と
は
異
な
り
、
夢
の
中
で
の
体

験
で
あ
る
。
従
っ
て
三
昧
発
得
が
中
国
か
ら
日
本
へ
展
開
す
る
浄
土

教
学
の
感
応
思
想
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
二
祖
対

面
は
む
し
ろ
日
本
の
神
祇
信
仰
の
「
宇
気
比
」
を
淵
源
と
す
る
「
示

現
」「
夢
告
」
の
範
疇
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
神
仏

の
示
現
は
、
三
昧
発
得
と
は
異
な
り
誰
も
が
容
易
に
体
験
で
き
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
実
際
『
更
科
日
記
』
の
作
者
も
特
別
な
仏
道
修
行
を

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
見
て
「
の
ち
に
迎

へ
に
来
む
」
と
の
声
を
耳
に
し
、「
こ
の
夢
許
ぞ
、
の
ち
の
た
の
み
」

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
二
十
四　

四
三
一
頁
（
と
し
て
い
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
三
昧
発
得
と
二
祖
対
面
と
は
、
同
じ
く
「
冥
」
の
世
界
か

ら
の
働
き
か
け
で
は
あ
る
が
、
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
、
同

列
に
は
論
じ
え
な
い
と
考
え
る
。
法
然
上
人
に
と
っ
て
「
二
祖
対

面
」
は
、
専
修
念
仏
へ
踏
み
切
っ
た
書
物
で
あ
る
『
観
経
疏
』
が
阿

弥
陀
仏
の
直
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
点
が
重
要
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
夢
を
見
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
建
久
九
年
正
月
以
降
、

同
年
の
春
と
さ
れ
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
撰
述
以
前
の
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
「
法
然
聖
人
御
夢
想
記
」（『
西
方
指
南
抄
』
所
収
（
と
「
夢

観
聖
相
記
」
の
み
に
記
さ
れ
る
善
導
と
の
三
つ
の
問
答
の
最
後
の
質

問
の
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
と
さ
ら
深
い
意
味
は
な
い
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と
い
え
、
二
祖
対
面
を
立
教
開
宗
の
四
十
三
歳
ご
ろ
と
す
る
遺
文
も
、

師
資
相
承
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
う
な
特
別
な
意
味
は
な
く
、
霊
夢

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
世
で
の
出
来
事
の
真
実
性
を
保
証

す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
冥
と
顕
の
重
層
的
な
世
界
観
」
を
示
す

「
中
世
的
な
発
想
の
特
徴
」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。
さ
ら
に

『
西
方
指
南
抄
』
所
収
「
法
然
聖
人
臨
終
の
行
儀
」
で
、
法
然
上
人

自
ら
が
、
三
昧
発
得
の
体
験
を
人
々
に
語
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
、
た
だ
で
さ
え
持
戒
清
浄
の
高
僧
で
あ
る
上
に
、

三
昧
を
発
得
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
効
験
ば
か
り
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
（
信
心
の
世
界
の
実
態
を
見
据
え

た
（
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

1
・
2　

末
木
文
美
士
氏
「
近
世
仏
教
を
見
な
お
す
」『
近
世
の
仏
教　

華
ひ

ら
く
思
想
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
』
三
〇
〇　

十
六
～
十
七
頁　

二
〇
一
〇
年
）。

3　

末
木
文
美
士
氏
（『
日
本
仏
教
入
門
』
序
章　

角
川
選
書
五
三
七　

十
九

～
二
十
頁　

二
〇
一
四
年
）

4　

拙
稿
「
宿
業
を
め
ぐ
る
冥
と
顕
」（『
冥
顕
論
』
法
蔵
館　

二
〇
一
二
年　

所
収
）

5
・
6　

安
達
俊
英
氏
「
御
法
語
の
背
景
」
四
十
三
『
浄
土
宗
略
鈔
』（『
浄
土

宗
報
』
平
成
十
六
年　

十
月
号
）

7　

曽
和
義
宏
氏
「
感
応
思
想
と
浄
土
教
」（『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
法
蔵
館　

二
〇
一
四
年
）
所
収
。
三
九
三
～
三
九
四
頁
。

8　

中
野
正
明
氏
『
増
補
改
訂
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』「「
三
昧
発
得
記
」

に
つ
い
て
」（
法
蔵
館　

二
〇
一
〇
年
）

9　

曽
田
俊
弘
氏
「
法
然
上
人
の
三
昧
発
得
に
つ
い
て
」（『
仏
教
論
叢
』
五
十

一
号　

二
〇
〇
七
年
）。
尚
「
三
昧
発
得
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
安
達
俊

英
氏
「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の
展
開
」（『
浄
土
宗
学
研

究
』
十
七　

一
九
九
〇
年
所
収
。）、
伊
藤
真
宏
氏
「
法
然
に
お
け
る
凡
夫
救

済
の
原
理
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
八
十
二　

二
〇
一
七
年
所
収
。）
が

示
唆
深
い
。

10　

藤
本
浄
彦
氏
「
法
然
浄
土
宗
学
論
―
宗
祖
八
〇
〇
年
大
遠
忌
を
迎
え
て

─
」（『
法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
同
朋
舎　

二
〇
一
一
年
）

付
記

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
に
は
、
長
谷
寺
の
奥
に
鎮
座
す
る
滝
蔵
明
神
の
礼

堂
に
集
ま
っ
て
い
た
七
・
八
十
人
の
信
者
が
、
礼
堂
が
崩
れ
た
た
め
谷
底
へ

落
下
し
、
大
半
が
死
亡
し
た
も
の
の
、
七
人
の
み
奇
跡
的
に
命
拾
い
し
た
こ

と
を
記
し
「
此
ノ
生
タ
ル
者
共
、
前
生
ノ
宿
業
強
カ
リ
ケ
ル
ニ
合
テ
、
神
ノ

助
ヶ
観
音
ノ
護
コ
ソ
ハ
有
ケ
メ
。
実
ニ
此
レ
稀
有
ノ
事
也
。」
と
結
ん
で
い

る
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
十
六

二
一
一
～
二
一
二
頁
）。

　
　

つ
ま
り
、「
宿
業
」
と
「
冥
衆
の
力
」
が
合
わ
さ
っ
て
「
非
業
の
死
」
を

免
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
在
世
当
時
は
『
方
丈
記
』
の
記
述
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
、
自
然
災
害
等
に
よ
っ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
者
が
数
多
く
い

た
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
か
に
避
け
る
か
が
人
々
の
切
実
な
願
い
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

法
然
上
人
が
『
浄
土
宗
略
鈔
』
に
お
い
て
「
い
わ
ん
や
非
業
を
は
ら
い
給

は
ん
事
ま
し
ま
さ
ゝ
ら
ん
や
」
と
「
非
業
の
死
」
を
避
け
る
こ
と
に
言
及
し

て
お
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
人
々
の
切
実
さ
な
願
い
を
汲
み
取
っ
て
お
ら
れ

た
結
果
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
従
っ
て
、
口
称
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
を
願

う
人
々
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
随
逐
影
護
」
を
蒙
り
、
病
を
軽
く
受
け
さ
せ
突

発
的
で
不
可
避
な
「
非
業
の
死
」
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
が
法
然

上
人
が
説
か
れ
た
現
世
利
益
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



─ 191 ─

浄
土
宗
学
と
念
仏
回
向
―
ペ
ッ
ト
往
生
に
関
す
る
基
本
的
な
視
座
―

曽　

根　

宣　

雄

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
の
思
想
を
研
究
す
る
場

合
、
そ
の
内
容
を
信
仰
の
立
場
に
基
づ
き
解
釈
し
て
い
く
の
か
価
値

中
立
的
に
見
て
い
く
か
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
は
大
き
く
異
な
る
こ
と

に
な
る
。
前
者
の
場
合
は
、
法
然
の
教
え
を
究
極
的
な
も
の
と
捉
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
必
然
的
に
護
教
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
（
1
（

。�

そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
場
合
は
、
法
然
の
教
え
を
様
々
な
教

え
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
必
ず
し
も
完
成
形
と
は
受

け
止
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
学
が
前
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

現
在
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
実
際
に
念
仏
に
よ
る
回
向
を
実
践
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
を
耳
に
す
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
浄
土
宗
学
の
定
義
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
上

で
、
浄
土
宗
に
お
い
て
念
仏
回
向
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
行
く
べ
き

な
の
か
、
ま
た
付
随
す
る
問
題
と
し
て
ペ
ッ
ト
往
生
に
つ
い
て
ど
う

い
っ
た
視
座
で
臨
む
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
代
表
的
な
宗
学
の
定
義

　

高
橋
弘
次
氏
は
、
宗
学
に
つ
い
て
、

宗
学
と
い
う
学
問
は
規
範
的
研
究
と
い
う
領
域
の
な
か
に
位
置

し
、
そ
れ
は
自
ら
の
宗
教
が
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う

主
体
的
な
実
践
が
先
行
す
る
学
問
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
こ
れ

を
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
立
場
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
自
ら
の
主
体

が
完
全
に
法
然
の
教
え
、
念
仏
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
、
そ
う

し
た
宗
教
状
況
の
自
覚
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う（

（
（

。�

と
定
義
し
、
宗
学
が
価
値
中
立
的
な
学
で
は
な
く
、
自
ら
の
信
仰
や

実
践
に
関
わ
る
主
体
的
な
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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藤
本
浄
彦
氏
は
、
宗
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
宗
学
は
、
知
識
・
信
仰
・
教
行
（
実
践
）
を
備
え
る

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
人
間
中
心
的

な
知
識
の
営
み
を
学
問
と
し
て
し
か
認
め
な
い
近
・
現
代
の
学

問
観
は
、
余
り
に
客
観
的
な
性
格
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
主
体
的
課
題
（
信
仰
・
実
践
）
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
い

う
点
で
、
宗
学
と
比
較
す
れ
ば
理
性
・
知
性
の
営
み
の
枠
の
内

に
あ
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う（

（
（

。�

単
純
に
言
え
ば
、
法
然
房
源
空
と
い
う
歴
史
的
実
在
の
宗
教
人

格
を
宗
祖
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
の
教
え
に
信
順
し
て
そ
の
中
に
自

ら
の
生
き
方
を
実
践
し
、
か
つ
そ
の
同
じ
心
の
絆
と
し
て
自
ず

か
ら
（
自
然
）
に
形
成
さ
れ
る
集
団
と
い
う
、
極
め
て
具
体
的

な
状
況
の
只
な
か
に
お
い
て
の
み
課
題
と
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
背
景
と
状
況
を
持
っ
た
〝
学
”
が
ほ
か
に
あ
る
で

あ
ろ
う
か（

4
（

？�

　

こ
の
指
摘
は
「
学
＝
客
観
的
、
学

≠

主
体
的
」
と
い
う
見
方
に
対

す
る
警
鐘
で
あ
る
。
客
観
的
な
性
格
の
み
に
立
つ
こ
と
は
、
主
体
的

課
題
（
信
仰
・
実
践
）
を
欠
如
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
宗
学

者
が
法
然
の
教
え
に
信
順
し
、
そ
の
教
え
を
自
ら
の
規
範
と
し
て
歩

む
と
い
う
基
本
姿
勢
を
有
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
信
仰
と
い
う
血
の

通
っ
た
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗
学

が
現
代
を
生
き
る
私
達
が
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
を
問
う
主
体
的

な
信
仰
の
学
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
立
場
を
再
確
認
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
藤
本
氏
が
宗
祖
の
教
え
の
特
徴
と
し
て
「
万
機
普

益
」
と
「
時
期
相
応
」
を
あ
げ
て
い
る
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う（

5
（

。�

　

宗
学
の
規
範
的
根
拠
に
つ
い
て
は
本
庄
良
文
氏
が
、

宗
義
に
基
く
、
あ
る
い
は
宗
義
を
立
て
る
た
め
の
聖
典
解
釈
に

お
い
て
は
、
佛
説
の
表
面
的
な
文
言
よ
り
も
、
解
釈
者
の
解
釈

が
優
先
さ
れ
る（

6
（

。�

と
述
べ
、
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
宗
学
の

規
範
的
根
拠
は
、「
善
導
・
法
然
の
解
釈
に
基
づ
く
浄
土
三
部
経
の

教
え
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
基
づ
か
な
い
の

で
あ
れ
ば
浄
土
宗
学
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
宗
学
の
規
範
的
根
拠
の
確
認

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
学
に
お
い
て
は
善
導
・
法
然
の
浄
土

三
部
経
解
釈
に
基
づ
い
て
、
教
義
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

具
体
例
と
し
て
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
『
選
択
集
』
第
三
章
に

示
さ
れ
る
「
念
声
是
一
」
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
紙
面
の
都
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合
上
こ
こ
で
は
法
然
の
「
三
心
具
足
」
の
解
釈
に
つ
い
て
取
り
上
げ

問
題
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。

◇
三
心
具
足
に
つ
い
て

　
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
「
も
し
衆
生
あ
っ
て
、
か
の
国
に
生
ぜ
ん

と
願
ぜ
ば
、
三
種
の
心
を
発
す
べ
し
。
す
な
わ
ち
往
生
す
。
何
等
を

か
三
と
す
。
一
つ
に
は
至
誠
心
、
二
つ
に
は
深
心
、
三
つ
に
は
廻
向

発
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
る
者
は
、
必
ず
か
の
国
に
生
ず
（
7
（

」�

と
説

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
法
然
は
『
選
択
集
』
第
八
章
の
私
釈

段
に
お
い
て
「
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
一
も
少
け
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
更
に

不
可
な
る
こ
と
を
。
こ
れ
に
因
っ
て
極
楽
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ん
人
は
、

全
く
三
心
を
具
足
す
べ
し（

8
（

」�

と
述
べ
、
浄
土
往
生
の
た
め
に
三
心
具

足
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
三
心

具
足
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。『
大

胡
太
郎
實
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
お
い
て
は
、

ま
ず
三
心
具
足
し
て
往
生
す
と
申
し
そ
う
ろ
う
事
は
、
ま
こ
と

に
そ
の
名
目
ば
か
り
を
打
聞
く
時
に
は
い
か
な
る
心
を
申
す
や

ら
ん
と
こ
と
ご
と
し
く
覚
え
そ
う
ら
い
ぬ
べ
け
れ
ど
も
、
善
導

の
御
心
に
て
は
心
得
易
き
事
に
て
そ
う
ろ
う
な
り
。
必
ず
し
も

習
い
沙
汰
せ
ざ
ら
ん
無
智
の
人
や
、
解
な
か
ら
ん
女
人
な
ん
ど

の
え
具
せ
ぬ
程
の
心
ば
え
に
て
は
そ
う
ら
わ
ぬ
な
り
。
た
だ
ま

め
や
か
に
往
生
せ
ん
と
欲
い
て
念
仏
申
さ
ん
人
は
、
自
然
に
具

足
し
ぬ
べ
き
心
に
て
そ
う
ろ
う
も
の
を
。
―
中
略
―
三
心
を
心

得
分
か
つ
時
に
は
、
か
く
の
ご
と
く
別
別
な
る
様
な
れ
ど
も
、

詮
す
る
と
こ
ろ
は
、
眞
實
の
心
を
お
こ
し
て
、
ふ
か
く
本
願
を

信
し
て
、
往
生
を
願
わ
ん
心
を
、
三
心
具
足
の
心
と
は
申
べ
き

也
（
9
（

。�

と
述
べ
、
三
心
の
言
葉
を
聞
い
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
心
の
こ
と
を

い
う
の
だ
ろ
う
か
と
仰
々
し
く
考
え
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
善
導
の

御
心
に
よ
れ
ば
心
得
や
す
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
た
だ
実
直
に
往
生

し
た
い
と
願
っ
て
念
仏
を
申
す
人
が
自
然
に
具
足
す
る
こ
と
の
で
き

る
心
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
法
然
は
こ
の
よ
う
に
『
観
経
』
に
説
か

れ
る
三
心
に
つ
い
て
「
心
得
や
す
き

4

4

4

4

4

」
も
の
と
し
、
阿
弥
陀
仏
に
救

い
を
求
め
て
称
え
る
中
で
自
然
に
具
足
で
き
る
の
が
三
心
で
あ
る
と

解
釈
し
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
法
然
の
解
釈
は
、
行
も
信
も
一
切
衆
生
を
平
等
に
救

済
す
る
た
め
に
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
（
法
蔵
菩
薩
）
が
五
劫
思
惟
し
て

選
択
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う（

10
（

。�
す
な
わ
ち
、
行
と
し
て
の
称
名
念
仏
も
信
と
し
て
の
三
心
も
、
末
法

の
凡
夫
に
実
践
可
能
で
あ
る
故
に
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
践
不

可
能
な
信
行
を
選
択
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
強
固
な
確
信
が
あ
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っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
三
心
具
足
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら

は
善
導
の
教
え
に
も
と
づ
き
な
が
ら
法
然
が
独
自
の
解
釈
を
な
し
た

一
例
で
あ
る
。
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
法
然
独
自
の
経

典
解
釈
こ
そ
が
教
義
の
核
心
と
な
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き

た
い
。

四
、
法
然
の
説
く
念
仏
回
向

　

現
存
す
る
法
語
に
お
い
て
法
然
が
念
仏
回
向
を
説
い
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
は
、『
往
生
浄
土
用
心
』
と
『
あ
る
人
に
示
す
こ

と
ば
』
の
二
つ
で
あ
る
。『
往
生
浄
土
用
心
』
で
は
、
自
ら
が
念
仏

を
称
え
て
往
生
し
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
こ
と
を
示
し
、
日
ご
と
の
念
仏
回
向
を
説
い
た
上
で
、

な
き
人
の
た
め
に
念
仏
を
廻
向
し
そ
う
ら
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
、

光
を
放
ち
て
地
獄
餓
鬼
畜
生
を
照
ら
し
た
ま
い
そ
う
ら
え
ば
、

こ
の
三
悪
道
に
沈
み
て
苦
を
受
く
る
者
、
そ
の
苦
し
み
休
ま
り

て
命
終
り
て
後
、
解
脱
す
べ
き
に
て
そ
う
ろ
う
。『
大
経
』
に

い
わ
く
「
も
し
三
塗
勤
苦
の
処
に
在
り
て
、
こ
の
光
明
を
見
た

て
ま
つ
れ
ば
、
皆
休
息
を
得
て
ま
た
苦
悩
な
し
。
寿
終
の
後
、

皆
解
脱
を
蒙
る
（
11
（

」。�

と
述
べ
て
い
る
。
故
人
の
た
め
に
念
仏
を
回
向
し
た
な
ら
ば
、
た
と

え
三
悪
道
に
堕
ち
て
い
た
と
し
て
も
阿
弥
陀
仏
が
光
明
に
よ
っ
て
照

ら
す
の
で
、
命
終
の
後
に
往
生
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
、『
無
量
寿

経
』
の
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。
法
然
が
念
仏
回
向
の
根
拠
と
し
て

い
る
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
に
つ
い
て
確
認
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
無
量
寿
仏
の
威
神
光
明
、
最
尊

第
一
な
り
。
諸
仏
の
光
明
、
能
く
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
―
中
略

―
こ
の
故
に
無
量
寿
仏
を
ば
、
無
量
光
仏
、
無
辺
光
仏
、
無
礙

光
仏
、
無
対
光
仏
、
焔
王
光
仏
、
清
浄
光
仏
、
歓
喜
光
仏
、
智

慧
光
仏
、
不
断
光
仏
、
難
思
光
仏
、
無
称
光
仏
、
超
日
月
光
仏

と
号
し
た
て
ま
つ
る
。
そ
れ
衆
生
あ
っ
て
、
こ
の
光
に
遇
う
者

は
、
三
垢
消
滅
し
、
身
意
柔
軟
な
り
。
歓
喜
踊
躍
し
て
、
善
心

生
ず
。
も
し
三
塗
勤
苦
の
処
に
在
っ
て
、
こ
の
光
明
を
見
た
て

ま
つ
れ
ば
皆
休
息
を
得
て
、
ま
た
苦
悩
な
し
。
寿
終
の
後
、
皆

解
脱
を
蒙
る
（
1（
（

。�
　

ま
ず
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
他
の
仏
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
諸

仏
の
中
で
最
尊
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
無
量
寿
仏
の
別

称
と
し
て
十
二
光
仏
が
説
か
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
浴
し
た
者
が
、

「
三
垢
消
滅
・
身
意
柔
軟
・
歓
喜
踊
躍
・
生
善
心
」
と
な
る
こ
と
を
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示
し
、
そ
の
後
に
法
然
の
引
用
箇
所
が
説
か
れ
て
い
る
。『
無
量
寿

経
』
で
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
光
明
を
見
た
な
ら
ば
（
照
ら
さ
れ
た
な
ら
ば
）、
み
な
苦
し
み

が
止
み
、
再
び
苦
し
む
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
で
の
寿
命
を
終
え
た
後
、

み
な
解
脱
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、

　

①
「
皆
解
脱
を
蒙
る
」
の
《
解
脱
》
と
は
ど
う
い
っ
た
意
味
で
あ

る
の
か
。

　

②
『
無
量
寿
経
』
の
引
用
部
分
は
、
念
仏
回
向
が
説
か
れ
て
い
な

い
が
『
往
生
浄
土
用
心
』
の
内
容
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。

の
二
点
で
あ
る
。

　

①
よ
り
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
法
然
は
法
語
等
に
お
い
て
《
解

脱
》
を
「
生
死
輪
廻
か
ら
の
解
脱
」
の
意
で
用
い
て
い
る（

1（
（

。�

ま
た
、

『
無
量
寿
経
』
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
観
徹
の
『
無
量
寿
経
合

讃
（
14
（

』�

及
び
義
山
の
『
大
経
隨
聞
講
録
（
15
（

』�

で
は
、「
往
生
を
さ
す
」
と

解
さ
れ
て
い
る（

16
（

。�

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
《
解
脱
》
は
生
死
輪

廻
か
ら
の
解
脱
で
あ
り
、
浄
土
門
に
お
い
て
は
往
生
を
意
味
す
る
と

解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
②
で
あ
る
が
、
私
達
は
『
無
量
寿
経
』
の
一
文
に
対
し
て
法

然
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
事
実
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。
法
然
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
た
の
は
、「
阿
弥

陀
仏
の
聖
意
が
一
切
衆
生
の
救
済
に
あ
る
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
生
前

念
仏
を
称
え
た
者
は
必
ず
往
生
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
念
仏
の
教
え

と
縁
が
な
か
っ
た
者
も
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
「
回
向
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
そ
う
い
っ
た
者
達
の
た
め
の

教
え
を
説
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
達
は
、
こ
う
い
っ
た

法
然
の
独
自
の
「
浄
土
三
部
経
」
解
釈
こ
そ
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
法
然
が
、
三
悪
道
に
堕
し
た
も
の
を
対
象
に
阿
弥
陀
仏
の
救

済
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
念
仏
回
向

に
よ
る
ペ
ッ
ト
の
往
生
も
可
能
で
あ
る
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
『
あ
る
人
に
示
す
こ
と
ば
』
に
は
、

孝
養
の
心
を
も
て
父
母
を
重
く
し
思
わ
ん
人
は
、
ま
ず
阿
弥
陀

仏
に
預
け
ま
い
ら
す
べ
し
。
我
が
身
の
人
と
て
往
生
を
願
い
念

仏
す
る
事
は
、
偏
に
我
が
父
母
の
養
い
立
て
た
れ
ば
こ
そ
あ
れ
。

我
が
念
仏
し
そ
う
ろ
う
功
を
哀
れ
み
て
我
が
父
母
を
極
楽
へ
迎

え
さ
せ
お
わ
し
ま
し
て
罪
を
も
滅
し
ま
し
ま
せ
と
思
わ
ば
、
必

ず
必
ず
迎
え
取
ら
せ
お
わ
し
ま
さ
ん
ず
る
な
り
。
さ
れ
ば
唐
土

に
妙
雲
と
い
い
し
尼
は
幼
く
し
て
父
母
に
後
れ
た
り
け
る
が
、

三
十
年
ば
か
り
念
仏
し
て
父
母
を
祈
り
し
か
ば
、
と
も
に
地
獄

の
苦
を
改
め
て
極
楽
へ
参
り
た
り
け
る
な
り（

17
（

。�
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と
説
か
れ
て
い
る
。

　

法
然
は
「
亡
き
父
母
の
た
め
に
孝
養
の
心
が
あ
る
人
は
、
ま
ず
お

念
仏
を
お
称
え
し
て
阿
弥
陀
仏
に
お
願
い
し
な
さ
い
」
と
い
い
、
念

仏
に
よ
る
回
向
を
説
き
、
父
母
の
滅
罪
と
浄
土
往
生
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
第
一
義
的
に
は
念
仏
は
自

ら
の
浄
土
往
生
を
願
っ
て
称
え
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
方
で

法
然
は
亡
き
者
の
た
め
に
称
え
る
念
仏
も
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
、
阿
弥
陀
仏
が
「
万
機
普
益
」
の
仏
で
あ
り
、「
無
縁

の
大
慈
悲
」
の
仏
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
解
釈
を
施
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
私
達
が
大
切
に
す
べ
き
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

宗
学
は
信
仰
の
学
で
あ
り
、
教
義
理
解
は
基
本
的
に
法
然
の
経
典

解
釈
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
現
代
を
生
き
る
私
達
は

法
然
の
教
え
に
対
し
て
主
体
的
に
対
峙
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
年
、
念
仏
回
向
の
問
題
や
そ
れ
に
付
随
す
る
ペ
ッ
ト
往
生
の
問
題

が
注
目
さ
れ
て
い
る（

18
（

。
そ
の
際
に
私
達
が
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、

「
万
機
普
益
」「
機
教
相
応
」
と
い
う
浄
土
宗
開
宗
の
精
神
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
の
「
無
縁
の
大
慈
悲
」
で
あ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
種
々

の
問
題
を
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
苦
か
ら
の
解

放
こ
そ
が
法
然
浄
土
教
の
眼
目
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
提
示
さ
れ

る
教
え
が
人
々
を
苦
し
め
、
不
安
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

自
体
に
は
宗
教
的
な
存
在
意
義
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

阿
弥
陀
仏
は
、
念
仏
衆
生
を
遍
く
救
済
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
私
達
は
念
仏
を
称
え
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
を

第
一
義
に
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
平
生
に
念
仏

の
教
え
に
縁
が
な
か
っ
た
者
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
問
題

を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
答
え
が
法
然
の
説
示
中
に
見
い
だ

せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
私
達
は
法
然
独
自
の
経
典
解
釈
に

そ
れ
を
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。『
往
生
浄
土
用
心
』
の
説
示
は
、

『
無
量
寿
経
』
を
用
い
た
法
然
独
自
の
解
釈
で
あ
り
、『
あ
る
人
に
示

す
こ
と
ば
』
も
「
浄
土
三
部
経
」
に
示
さ
れ
る
内
容
を
吟
味
し
た
上

で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
三
心
具
足
」
等
と
同
様
に
「
念
仏
回

向
」
も
ま
た
私
達
が
依
る
べ
き
教
え
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
学
は
、
法
然
の
経
典
解
釈
に
基
づ
く
と
い
う
の
が
基
本
的

な
視
座
で
あ
る
以
上
、
念
仏
回
向
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
ペ
ッ
ト
の
往

生
も
そ
れ
に
依
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
な
ら
ば
否
定
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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1　

こ
こ
で
い
う
護
教
性
と
は
、
法
然
の
教
え
の
中
に
私
達
の
課
題
の
答
え
が

あ
る
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

2　
『
改
版
増
補　

法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
四
〇
五
頁

3　

藤
本
浄
彦
著
『
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
』
一
六
頁

4　
『
同
右
』
三
七
頁

5　

藤
本
浄
彦
著
『
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
』
二
一
頁

6　

本
庄
良
文
氏
「
経
の
文
言
と
宗
義�

部
派
佛
教
か
ら�

『�

選
択
集
』�

へ
」
日

本
佛
教
学
会
年
報�

第
七
六
号
・
一
一
六
頁

7　
『
聖
典
』
一
・
三
〇
五
～
三
〇
六
頁

8　
『
聖
典
』
二
・
一
五
二
頁

9　
『
聖
典
』
四
・
三
九
六
～
四
〇
〇
頁

10　

法
然
は
『
要
義
問
答
』
に
お
い
て
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
第
十
八
願

と
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
三
心
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

る
。

　

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
文
に
「
も
し
我
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆

生
、
至
心
に
、
信
楽
し
て
、
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念

せ
ん
に
、
も
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
う
。
こ
の
文
に
至

心
と
い
う
は
『
観
経
』
に
明
か
す
と
こ
ろ
の
三
心
の
中
の
至
誠
心
に
当

た
れ
り
。
信
楽
と
い
う
は
深
心
に
当
た
れ
り
。
欲
生
我
国
は
廻
向
発
願

心
に
当
た
れ
り
。（『
聖
典
』
四
・
三
八
九
頁
）

　
　

法
然
は
「
至
心
＝
至
誠
心
・
信
楽
＝
深
心
・
欲
生
我
国
＝
廻
向
発
願
心
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
行
と
し
て
の
念
仏
だ
け
で
な

く
、
信
と
し
て
の
三
心
も
阿
弥
陀
仏
の
定
め
ら
れ
た
も
の
（
選
択
）
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

11　
『
聖
典
』
四
巻
・
五
五
二
頁

12　
『
聖
典
』
一
巻
・
二
三
七
頁

13　
「
解
脱
」
の
語
は
、『
三
部
経
釈
』（『
聖
典
』
四
・
二
九
五
頁
）、『
要
義
問

答
』（『
聖
典
』
四
・
三
七
八
頁
、
三
八
八
頁
）、『
諸
人
伝
説
の
こ
と
ば
』

（『
聖
典
』
四
・
四
八
四
頁
）、『
登
山
状
』（『
聖
典
』
四
・
四
九
四
頁
、
四
九

六
頁
、
四
九
七
頁
）
な
ど
に
お
い
て
も
同
様
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

14　
『
浄
土
宗
選
集
』
三
・
一
三
四
頁

15　
『
浄
全
』
一
四
巻
・
三
七
四
頁
ｂ

16　

ち
な
み
に
、
浄
総
研
の
『【
現
代
語
訳
】
浄
土
三
部
経
』（
七
〇
頁
）
で
は
、

「
悪
し
き
苦
し
み
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
と
し
、
坪
井
俊
映
氏
の
『
浄

土
三
部
経
概
説
』（
二
〇
三
頁
）
で
は
「
浄
土
に
往
生
し
て
悟
り
を
ひ
ら
く

こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

17　
『
聖
典
』
四
巻
・
五
一
一
～
五
一
二
頁

18　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
安
達
俊
英
氏
と
林
田
康
順
氏
の
議
論
が
あ
る
。

（『
中
外
日
報
』
平
成
二
十
九
年
十
月
十
一
日
）

※
本
稿
作
成
に
お
い
て
は
、
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
の
石
田
一
裕
氏
が
第
十
三

回
浄
土
学
研
究
会
学
術
大
会
で
発
表
さ
れ
た
「
ペ
ッ
ト
往
生
に
つ
い
て
の
基

礎
研
究
」
を
参
考
に
さ
せ
て
い
だ
い
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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黒
田
眞
洞
の
著
作
『
大
乗
佛
教
大
意
』
の
影
響
と
そ
の
背
景

―
南
條
文
雄
に
よ
る
『A

�SHORT�HISTORY�OF�THE�TW
ELVE�JA

PA
NESE�BUDDHIST�SECTS

』
と
の
比
較

鷹　

司　

誓　

榮

序
論
（
黒
田
眞
洞
研
究
の
資
料
に
つ
い
て
２
）

　

昨
年
、「
黒
田
真
洞
研
究
の
資
料
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、

主
に
黒
田
眞
洞
の
主
著
『
大
乗
佛
教
大
意
』
出
版
以
後
の
欧
米
で
の

日
本
仏
教
紹
介
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
度
は
、『
大
乗
佛
教
大

意
』
出
版
以
前
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
紹
介
、
仏
教
概
論
と
い
っ
た

も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
が
活
発
に
な
る
時
代
に
於
て
並
行
し

て
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
い
く
つ
か
の
資
料
で
考
察
す
る
。

黒
田
の
研
究
姿
勢
―
大
正
大
学
の
礎

　

黒
田
の
若
き
頃
の
研
究
姿
勢
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
宗
教
界（
１
（』

第
十
二
巻　

第
四
號　

大
正
五
年
四
月
一
日
発
行
（
こ
の
号
は
故
黒

田
眞
洞
師
追
悼
号
で
あ
り
巻
頭
に
黒
田
の
『
大
乗
佛
教
大
意
』
全
文

が
掲
載
さ
れ
一
号
ほ
ぼ
す
べ
て
黒
田
に
関
す
る
記
事
と
な
っ
て
い

る
）
の
中
に
桑
門
秀
我
の
追
悼
文
が
あ
り
、
黒
田
の
人
格
を
非
常
に

よ
く
示
す
文
章
と
し
て
、
学
究
時
代
の
黒
田
の
業
績
を
知
る
大
き
な

手
掛
か
り
と
な
り
、
黒
田
の
非
常
に
興
味
深
い
一
面
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
に
、
当
誌
の
目
次
及
び
桑
門
の
追
悼
文
「
懐
舊
録
」

か
ら
の
一
部
を
引
用
し
考
察
を
す
る
。

　
『
宗
教
界
』
第
拾
貳
巻
第
四
號　

目
次

　
　

□
口
繪
黒
田
眞
洞
師

　
　

□
大
乗
佛
教
大
意
・
・
・
・
・
・
故
黒
田
眞
洞
・
・
・
一
頁

　
　

□
愛
宗
の
赤
誠
・
・
・
・
・
・
・
同　
　
　
　

・
・
二
〇
頁
琇

　
　

□
悼
黒
田
眞
洞
上
人
・
・
・
・
・
各
山
法
主
臺
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

望
月
信
亨　

・
・
二
二
頁

　
　

□
弔　
　

歌
・
・
・
・
・
・
・
・
川
合　

梁
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
井　

善
成
・
・
二
四
頁
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□
故
黒
田
勸
學
略
歴
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
六
頁

　
　

□
懐
舊
録
・
・
・
・
・
・
・
・
・
桑
門　

秀
我
・
・
二
七
頁

　
　

□
悼
故
黒
田
上
人
・
・
・
・
・
・
中
島　

觀
琇
・
・
三
一
頁

　
　

□
黒
田
眞
洞
老
師
を
憶
ふ
・
・
・
加
藤　

秀
旭
・
・
三
三
頁

　
　

□
感　
　
　

懐
・
・
・
・
・
・
・
山
本　

大
善
・
・
三
五
頁

　
　

□
故
精
譽
老
師
・
・
・
・
・
・
・
宮
澤　

説
音
・
・
四
三
頁

　
　

□
成
一
庵
老
師
を
偲
び
て
・
・
・
椎
尾　

辨
匡
・
・
四
四
頁

　
　

□
次
菅
原
使
君
詩
韻
並
引
・
・
・
松
濤　

賢
定
・
・
四
六
頁

　
　

□
悼
惜
微
衷
・
・
・
・
・
・
・
・
同　
　
　
　

・
・
四
六
頁

　
　

□
勸
學
黒
田
眞
洞
老
師
・
・
・
・
森
部　

南
溟
・
・
四
九
頁

　
　

□
黒
田
恩
師
を
憶
ふ
・
・
・
・
・
久
松　

鑽
瑞
・
・
五
二
頁

　
　

□
宗
教
改
革
の
志
・
・
・
・
・
・
大
村　

桂
巖
・
・
五
五
頁

　
　

□
か
く
れ
ん
ぼ
の
理
想
・
・
・
・
吉
岡　

性
空
・
・
五
六
頁

　
　

□
黒
田
上
人
を
悼
ふ
・
・
・
・
・
林　
　

隆
碩
・
・
五
九
頁

　
　

□
恩
師
よ
り
の
告
別
の
辭
・
・
・
久
家　

慈
光
・
・
六
一
頁

　
　

□
恩
師
黒
田
勸
學
の
追
憶
・
・
・
梅
村　

舜
道
・
・
六
一
頁

　
　

□
故
黒
田
大
僧
正
謝
恩
金
贈
呈
芳
名

　
　

□
新
刊
紹
介
、
彙
報
、
鴨
台
通
信
・
・
・
・
・
・
・
六
六
頁

「
懐
舊
録
」
よ
り

　

既
に
し
て
恩
氏
は
學
進
み
業
成
り
て
二
等
擬
講
に
任
ぜ
ら
れ
。

十
五
年
始
て
倶
舎
論
を
開
講
せ
ら
れ
た
る
も
、
僅
か
に
二
三
席

に
し
て
去
つ
て
四
國
に
行
き
、
真
言
を
修
學
せ
ら
れ
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
是
の
如
き
事
は
前
後
一
再
に
止
ま
ら
ず
、
惟
ふ

に
師
の
一
種
の
癖
で
あ
ら
う
。
曾
て
同
志
社
に
ゴ
ル
ド
ン
と
い

ふ
外
人
の
教
師
が
居
つ
た
、
此
人
は
他
宗
教
と
交
換
研
究
の
希

望
者
で
あ
つ
た
か
ら
、
師
は
學
林
に
隣
接
せ
る
先
求
院
よ
り
泉

山
通
學
中
に
、
適
々
彼
の
ゴ
ル
ド
ン
氏
の
處
に
通
ふ
て
新
約
全

書
を
受
け
て
、
夜
分
我
等
學
生
に
覆
述
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
つ

た
け
れ
ど
も
、
漸
く
馬
太
傳
の
初
め
三
四
回
で
こ
れ
も
中
止
と

な
つ
た
。
そ
れ
か
ら
約
十
年
の
後
、
本
校
に
於
て
群
疑
論
を
講

ず
る
こ
と
二
席
、
圓
戒
の
大
要
を
授
く
る
こ
と
三
席
で
あ
っ
た
。

是
ら
等
は
師
の
性
格
に
於
て
疑
ひ
な
き
能
は
ず
で
あ
る
が
、
恐

ら
く
は
一
を
聞
て
十
を
知
る
べ
し
と
い
ふ
、
豪
傑
氣
象
を
發
揮

せ
る
も
の
で
あ
ら
う
歟
。
師
の
講
演
は
概
ね
是
の
如
く
僅
か
に

解
題
に
過
ぎ
な
い
位
で
あ
る
が
、
又
然
ら
ざ
る
も
の
も
あ
る
。

嘗
て
三
類
境
八
囀
聲
を
講
ぜ
ら
れ
し
如
き
は
、
簡
單
な
る
も
の

と
は
い
へ
極
め
て
慇
懃
鄭
重
に
口
授
せ
ら
れ
た
り
。
三
類
境
の

時
は
唯
選
要
一
冊
黒
板
に
倚
せ
て
、
口
授
せ
ら
る
ゝ
こ
と
二
時

間
宛
二
席
に
渉
り
。
八
囀
聲
は
梵
漢
對
校
し
て
全
く
諳
誦
の
體



─ （00 ─

で
約
三
時
間
を
以
て
終
了
し
て
、
師
の
講
義
振
り
は
大
抵
其
の

如
く
で
さ
ら
に
參
考
書
や
筆
記
類
を
對
看
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

其
の
博
聞
強
記
の
程
も
推
知
せ
ら
れ
て
、
實
に
敬
服
の
至
り
で

あ
る
。

　
『
宗
教
界
』
に
関
し
て
は
、
創
刊
号
か
ら
黒
田
も
記
事
を
寄
せ
、

黒
田
追
悼
の
特
集
が
組
ま
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
紙
面
に
於
て
当
時

の
錚
々
た
る
宗
教
関
係
者
か
ら
弔
辞
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
桑
門
秀
我
の
文
章
よ
り
、
黒
田
の
研
究
時
代
の
様
子
が
非
常
に

よ
く
わ
か
る
点
な
ど
か
ら
、
黒
田
の
思
想
の
分
析
、
経
歴
の
確
認
が

で
き
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
懐
舊
録
」
中
で
、
ゴ
ル
ド
ン
と
さ
れ
る
外
国
人
教
師
は
、
Ｍ
・

Ｌ
・
ゴ
ー
ド
ン
で
、
同
志
社
大
学
の
創
立
の
契
機
を
つ
く
っ
た
裏
の

立
役
者
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
と
の
接
触
も
一
宗
の
枠

を
超
え
て
の
学
校
制
度
の
確
立
に
尽
力
し
た
黒
田
へ
の
影
響
が
あ
っ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る（
２
（。

　

当
時
の
聖
書
翻
訳
の
状
態
は
い
ま
だ
進
行
中
で
、
新
約
聖
書
の
使

徒
行
伝
な
ど
が
一
部
ず
つ
刊
行
さ
れ
て
行
き
、
翻
訳
委
員
社
中
に
お

け
る
新
約
聖
書
訳
了
が
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
年
）、
漸
く
新
旧

約
聖
書
の
翻
訳
が
な
っ
た
の
が
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
で
あ

り（
３
（、

黒
田
の
受
け
た
新
約
全
書
も
未
だ
和
綴
じ
本
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
ま
た
ゴ
ー
ド
ン
は
、
和
訳
聖
書
の
整
わ
な
い
折
『
天
道
溯

源
』
と
い
う
中
国
語
の
訓
点
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
入
門
書
を
も
使
っ

て
布
教
を
行
っ
て
い
る（
４
（。

　
『
天
道
溯
源
』
は
十
九
世
紀
中
期
に
欧
米
で
盛
ん
で
あ
っ
た
キ
リ

ス
ト
教
証
拠
論
を
中
国
語
で
書
い
た
も
の
で
あ
る（
５
（。

当
時
、
キ
リ
ス

ト
教
伝
道
に
於
て
重
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
お
そ
ら
く
黒
田
も
目
を

通
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
布
教
に
は
古
典
の

聖
典
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
い
入
門
書
、
手
引
書
が
必

ず
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
天
道
溯
源
』
は
、
同
志
社
大
学
創
立
の
き
っ
か
け
を
つ

く
っ
た
山
本
覚
馬
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
人
間
の
内
面
に
深

く
立
ち
入
る
宗
教
の
助
け
が
国
家
に
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

山
本
は
ゴ
ー
ド
ン
よ
り
こ
の
書
を
渡
さ
れ
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め

の
宗
教
に
出
会
え
た
と
感
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
入
信
の
道
を
辿
る
事
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る（
６
（。

　

概
論
の
必
要
性
に
於
て
は
、
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
も
同
じ
こ
と

が
言
え
る
。
黒
田
は
こ
の
よ
う
な
研
究
期
間
を
過
ご
し
た
後
、
明
治

一
七
年
に
帰
東
、
東
西
両
大
学
林
の
合
同
、
宗
学
本
校
の
創
設
に
奔
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走
す
る
。

『
金
剛
般
若
経
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
―
マ
ッ
ク
ス
・

ミ
ュ
ラ
ー
の
視
線
と
の
接
点

　

黒
田
は
明
治
十
七
年
和
田
知
満
よ
り
受
け
た
『
梵
本
金
剛
般
若
経

諸
譯
互
證（
７
（』

を
書
写
し
て
い
る
。
和
田
知
満
に
師
事
し
た
黒
田
も
や

は
り
諸
訳
と
の
対
比
な
ど
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
形
で
、
原
典
回
帰
、

歴
史
的
視
点
の
中
で
の
原
典
研
究
の
方
向
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま

た
椎
尾
辨
匡
の
蔵
書
に
こ
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
と
て

も
興
味
深
い
。

　

ミ
ュ
ラ
ー
が
黒
田
の
影
響
に
つ
い
て
顕
著
に
語
っ
て
い
る
の
が
、

『
東
方
聖
典
』
49
巻
の
自
身
に
よ
る
『
金
剛
般
若
経
』
英
訳
に
お
け

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
書
き
に
於
て
、
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大

意
』
の
一
章
全
部
を
引
用
し
て
自
身
の
経
典
理
解
の
根
拠
と
し
て
示

し
て
い
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
一
八
八
一
年
に
す
で
に
、
日
本
か
ら
入

手
し
た
『
金
剛
般
若
経
』
の
梵
語
写
本
を
『A

necdota�
O

xoniensia

』
に
於
て
翻
刻
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
英
国
留
学
中
の

南
條
文
雄
の
研
究
に
も
接
し
、M

.�Schm
idt

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
、
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
ド
イ
ツ
語
訳（
８
（ま
た
、Rev.�S.�

Beal

の
中
国
語
か
ら
の
英
訳（
９
（に

も
接
し
て
い
る
。
そ
こ
で
な
お
、

自
ら
の
翻
訳
を
一
八
九
四
年
、
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』（
一
八

九
三
年
）
に
よ
る
理
解
で
翻
訳
を
行
っ
た
旨
を
明
記
の
う
え
『
東
方

聖
典
』
49
巻
に
掲
載
し
た（

10
（

。

　

具
体
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
逐
語
的
な
分
析
を
行
う
必
要
が
あ

る
の
で
、
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
当
時
ど
の
よ
う
な

研
究
を
評
価
し
て
い
た
か
を
端
的
に
物
語
る
資
料
と
し
て
、
一
八
六

二
年
に
書
い
て
い
る
「Recent�Research�on�B

（
11
（

uddhism

」
を
上

げ
る
。
こ
の
中
で
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
・
サ
ン
テ
ィ
エ
ー

ル
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
を
仏
教
学
の
初
め
て
の
歴
史
家
で
あ

る
と
非
常
に
評
価
し
て
、『
東
方
聖
典
』
49
巻
で
黒
田
を
評
価
し
た

と
き
と
ほ
ぼ
同
じ
論
法
で
、
そ
の
論
文
の
後
部
は
サ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル

の
文
章
を
大
き
く
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
や

は
り
、
教
義
的
表
現
や
多
く
の
聖
典
に
あ
る
突
飛
な
比
喩
な
ど
を
避

け
、
原
理
や
倫
理
を
重
視
し
て
仏
陀
、
仏
教
を
生
き
生
き
と
と
ら
え

て
い
る
と
い
っ
た
論
調
で
あ
る
。
仏
教
理
解
にm

etaphysic

と
い

う
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
点
な
ど
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
重
視
し
た
も
の
が
、

や
は
り
宗
教
学
に
お
い
て
も
科
学
と
の
整
合
性
を
強
く
求
め
て
い
た

こ
と
が
れ
る
感
じ
ら
れ
る
。
哲
学　

あ
る
い
は
、
形
而
上
学
と
し
て

の
『
金
剛
般
若
経
』
翻
訳
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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ミ
ュ
ラ
ー
が
サ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
称
賛
し
た
か
が
よ

く
わ
か
る
部
分
を
参
考
に
引
用
す
る
。

H
e�has�becom

e�the�first�historian�of�Buddhism
.�H

e�
has�not�been�carried�aw

ay�by�a�tem
ptation�w

hich�
m

ust�have�been�great�for�one�w
ho�is�able�to�read�in�

the�past�the�lessons�for�the�present�or�the�future.�H
e�

has�not�used�Buddhism
�either�as�bugbear�or�as�a�

beau�ideal.�H
e�is�satisfied�w

ith�stating�in�his�preface�
that�m

any�lessons�m
ight�be�learned�by�m

odern�
philosophers�from

�a�study�of�Buddhism
,�but�in�the�

body�of�the�w
ork�he�never�perverts�the�chair�of�the�

historian�into�the�pulpit�of�the�p

（
1（
（

reacher.�
�

　

こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
も
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
宗
教
と
哲
学

を
矛
盾
の
無
い
も
の
と
と
ら
え
、
黒
田
と
ミ
ュ
ラ
ー
は
『
金
剛
般
若

経
』
を
日
本
大
乗
仏
教
の
定
理
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
点
に
共
通

点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
標
註
八
宗
綱
要
』
の
出
版
―
日
本
仏
教
概
論
と
し
て

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
直
後
に
『
標
註
八
宗
綱
要
』（
明
治
十
八
年

四
月
二
十
二
日
標
註
出
版
御
届
）
を
黒
田
は
出
版
し
て
い
る
。
こ
の

年
に
黒
田
は
東
部
大
学
林
主
幹
に
就
任
し
て
お
り
、
宗
の
学
校
で
教

科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
、
各
地
の
書
店
、
京
都
書
肆
・
三
書
堂
蔵
、

或
は
愛
知
書
肆
・
文
光
堂
蔵
等
の
扉
の
記
載
か
ら
も
、
全
国
的
に
出

版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
教
育
で
の
仏
教
概
論
・
仏

教
史
と
し
て
の
位
置
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
教
育
に
お
い
て
、

西
欧
の
影
響
に
よ
る
新
し
い
も
の
で
な
く
伝
統
を
重
視
し
数
百
年
来

の
も
の
に
註
を
付
け
た
も
の
を
浄
土
宗
の
教
育
に
於
て
い
ち
早
く
出

版
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
黒
田
の
教
学
、
檀
林
の
伝
統
を
重
視
す
る

姿
勢
と
、
必
要
な
も
の
を
見
抜
く
先
見
性
が
表
れ
て
い
る
。

『A

　

SH
O

RT
�H

IST
O

RY
�O

F�T
H

E�T
W

ELV
E�

JA
PA

N
ESE�BU

D
D

H
IST

�SECT
S

』

―
和
文
題
名
『
佛
教
十
二
宗
綱
要-

一
名
東
洋
哲
學
及

宗
教
概
要
』

　

黒
田
が
『
標
註
八
宗
綱
要
』
を
出
版
し
た
翌
年
、
明
治
十
九
年
に

編
纂
人
を
小
栗
栖
香
頂
と
し
て
佛
教
書
英
譯
出
版
舎
か
ら
出
版
さ
れ
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た
『
佛
教
十
二
宗
綱
要
‐
一
名
東
洋
哲
學
及
宗
教
概
要
』（
以
下

『
十
二
宗
綱
要
』
と
す
る
）
の
英
訳
で
あ
る
。（
明
治
十
九
年
十
一
月

八
日
版
権
免
許
）

　

こ
の
『
十
二
宗
綱
要
』
は
、
総
叙
を
小
栗
栖
香
頂
が
書
き
、
十
二

宗
各
宗
の
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

俱
舎　

佐
伯
旭
雅

（
英
訳
用
原
稿
は
、
佐
伯
旭
雅
の
原
稿
延
着
の
為
、
大

谷
派
江
村
秀
山
の
文
章
が
用
い
ら
れ
、
当
文
章
も
巻
末

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）

成
實
・
律
・
真
言　

上
田
照
遍

法
相　

髙
志
大
了　

三
論　

上
野
相
憲　

華
厳　

小
栗
栖
香
頂　

天
台　

上
邨
教
觀

浄
土　

福
田
行
誡

禅　

辻　

顕
髙

真
宗　

赤
松
連
城

日
蓮　

小
林
是
純

　

英
訳
出
版
の
版
権
が
こ
の
年
の
九
月
二
十
五
日
で
、
和
文
よ
り
先

に
出
て
お
り
、
英
訳
出
版
す
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
佛
教
英
譯
出
版
舎
と
い
う
發
兌
人
名
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『A
�Short�H

istory�of�T
he�T

w
elve�Japanese�Sects

』
の
前
書

で
南
條
は
、
七
ヶ
月
の
短
期
間
で
翻
訳
を
し
た
た
め
十
分
な
も
の
と

す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
及
び
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ー
ジ

ス
・
ビ
ゲ
ロ
ー
、
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
に
協
力
を

得
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
を
参
考
に
一
八
八
八
年

に
藤
島
了
穏
が
フ
ラ
ン
ス
で
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
の
も
と
こ
れ
と

同
じ
十
二
宗
紹
介
形
式
の
「Le�Bouddhism

e�Japonais

」
を

『La�N
ouvelle�R

（
1（
（

evue

』
誌
に
発
表
し
翌
年
加
筆
出
版
（
14
（

し
て
い
る
。

　

日
本
の
佛
教
概
論
の
作
成
が
聖
書
翻
訳
の
進
捗
と
合
わ
せ
急
が
れ

た
あ
ま
り
、
編
纂
翻
訳
が
間
に
合
わ
せ
た
感
の
強
い
も
の
と
な
っ
た
。

日
本
語
の
副
題
に
も
、
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
よ
い
の
か
、

確
定
で
き
な
い
当
惑
し
た
状
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

町
元
呑
空
『
鼇
頭
十
二
宗
綱
要
』（
明
治
二
十
年
）
―
そ

の
後
の
日
本
の
状
況

　
『
十
二
宗
綱
要
』
に
註
を
つ
け
、
さ
ら
に
時
宗
な
ど
十
二
宗
に
漏

れ
た
宗
派
を
補
足
し
た
も
の
が
翌
年
出
版
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
知
恩

院
学
林
寓
居
で
あ
っ
た
町
元
呑
空
に
よ
る
注
釈
書
が
で
き
た
こ
と
に

も
目
を
向
け
た
い
。『
十
二
宗
綱
要
』
は
日
本
の
仏
教
学
者
が
注
目
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し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
し
か
し
各
宗
に

分
け
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
教
義
の
解
説
は
非
常
に
緻
密
に
な
ら
ざ

る
を
得
ず
、「
鼇
頭
」
と
し
て
注
釈
を
加
え
な
け
れ
ば
わ
か
り
に
く

い
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
町
元
呑
空
は
時
宗
・
融

通
・
修
験
の
三
宗
を
さ
ら
に
付
け
加
え
て
い
る
。

『
大
乗
佛
教
大
意
』
の
登
場
―
一
八
九
三
年
、
シ
カ
ゴ
万

国
宗
教
会
議
に
向
け
て

　

た
だ
し
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
『
金
剛
般
若
経
』
等
の
仏
教
の
原
理
を
説

く
と
考
え
ら
れ
た
大
乗
仏
典
の
理
解
に
就
て
、
大
き
く
貢
献
し
た
の

が
、
黒
田
の
『
大
乗
佛
教
大
意
』
で
あ
る
と
述
べ
る
の
は
こ
れ
よ
り

も
数
年
の
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
先
ず
、
こ
の
『
大
乗
佛
教
大
意
』

の
扉
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
台　

櫻
木
谷
慈
薫
僧
正　
　

真
言　

釋　

雲
照
和
上

臨
済　

釋　

宗
演
禅
師　
　
　

曹
洞　

高
田
道
見
宗
師

真
宗　

村
上
専
精
講
師　
　
　

各
校
閲

浄
土　

黒
田
眞
洞
教
師　

著
述

　　

日
本
の
仏
教
界
の
推
す
人
物
と
し
て
の
影
響
力
が
黒
田
に
あ
っ
た

裏
付
け
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
で
の
万
国

宗
教
会
議
で
配
布
す
る
目
的
で
佛
教
學
会
が
翻
訳
を
行
っ
た
も
の
で

あ
り
、
和
文
も
同
年
出
版
さ
れ
た
。
二
七
頁
の
短
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
、
大
乗
仏
教
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
欧
米
の
大
乗
仏

教
へ
の
理
解
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
。
鈴
木
大
拙
な
ど
に
よ
る
仏
教
の

紹
介
な
ど
の
そ
の
後
の
日
本
仏
教
伝
播
展
開
の
基
盤
も
こ
こ
に
あ
る

と
考
え
る
。

ま
と
め

　
『
宗
教
界
』
誌
の
大
正
五
年
四
月
の
黒
田
真
洞
追
悼
号
の
桑
門
秀

我
の
文
章
よ
り
、
黒
田
が
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
Ｍ
・
Ｌ
・
ゴ
ー
ド
ン

と
の
接
点
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
後
教
育
制
度
の
創
設
へ
と
向
か

う
中
で
の
日
本
の
仏
教
界
の
日
本
仏
教
概
論
の
作
成
と
そ
の
経
過
を

合
わ
せ
て
み
る
こ
と
で
、
黒
田
の
当
時
の
仏
教
界
の
中
に
お
け
る
先

見
性
と
も
い
え
る
『
標
註
八
宗
綱
要
』
の
出
版
と
、
欧
米
へ
の
日
本

仏
教
紹
介
に
於
て
も
日
本
仏
教
を
大
き
く
大
乗
仏
教
と
し
た
鋭
い
特

徴
の
捉
え
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。　

　
『A
　

SH
O

R
T

�H
IST

O
R

Y
�O

F
�T

H
E

�T
W

E
L

V
E�

JA
PA

N
ESE�BU

D
D

H
IST

�SECT
S

』
と
の
比
較
に
お
い
て
、
黒

田
の
宗
に
依
ら
ず
日
本
仏
教
を
一
つ
に
大
き
く
と
ら
え
る
観
点
が
ミ
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ュ
ラ
ー
へ
の
大
き
な
影
響
力
と
な
り
、『
金
剛
般
若
経
』
を
日
本
大

乗
仏
教
原
理
の
概
論
と
と
ら
え
る
点
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
と
の
共

通
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
後
は
さ
ら
に
具
体
的
な
影
響
を
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
金
剛
般
若
経
』

の
翻
訳
等
を
基
に
検
討
す
る
。

　
1　
『
宗
教
界
』
誌
は
明
治
三
十
八
年
九
月
よ
り
宗
教
界
雑
誌
社
に
よ
り
発
行

さ
れ
、
黒
田
、
姉
崎
正
治
、
望
月
、
南
條
な
ど
宗
教
界
の
錚
々
た
る
学
者
が

寄
稿
し
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
。
大
正
九
年
か
ら
『
無
礙
光
』
と
改
題
し
て
さ

ら
に
数
年
間
発
行
さ
れ
た
。

2　
『
キ
リ
ス
ト
教
人
名
辞
典
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局

５
８
３
頁
、

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
宣
教
師
』
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
叢
書
37

２
９
８
～
３
２
６
頁

3　
『
聖
書
の
日
本
語
』
鈴
木
範
久　

岩
波
書
店　

２
６
０
頁

4　
『
来
日
ア
メ
リ
カ
宣
教
師
』
―
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
宣
教
師
書
簡
の
研

究
１
８
６
９
～
１
８
９
０
―　

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編　

現
代
史

料
出
版　

参
照

5　
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
文
書
の
研
究
―
『
天
道
溯
源
』
の
研
究
・
附
訳

註
―
』
吉
田
寅�

汲
古
書
院　

97
頁

6　
『
京
都
の
キ
リ
ス
ト
教
』
本
井
康
博
、
同
志
社
教
会　

参
照

7　

黒
田
写
本
『
梵
本
金
剛
般
若
経
諸
譯
互
證
』
明
治
十
七
年　

三
康
図
書
館

蔵
（
椎
尾
文
庫
）
こ
れ
は
慈
雲
に
よ
り
編
纂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
当
時
日

本
に
あ
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
か
ら
の
梵
語
学
書
『
梵
學
律
梁
』
の
一

部
で
あ
る
。
佛
教
大
学
大
学
院
の
奥
風
栄
弘
氏
に
よ
り
教
示
。

8　
『M

ém
oires�de�I'A

cadém
ie�Im

périale�des�Sciences�de�St.�
Pétersbourg.

』1837�vol.4�p.186

9　
『Journal�of�the�Royal�A

siatic�Society�of�Great�Britain�and�
Ireland

』n.s.vol.1�1865�p.1~28

10　
『T

he�Sacred�Books�of�the�East

』�vol.49　

Buddhist�M
ahâyâna�

T
exts,�PA

RT
�Ⅱ

Introduction　

pp.xix

11　
『Edinburgh�Review

』1862�V
ol.115�p.379~408

12　
『Edinburgh�Review

』�1862�V
ol.115�p.389

13　
『La�N

ouvelle�Revue

』tom
e�54.�Septem

bre-O
ctobre�1888�

p.741~766

14　
『Le�Bouddhism

e�Japonais�D
octrines�et�H

istoire�des�D
ouze�

Grandes�Sectes�Bouddhiques�du�Japon

』1889�M
aisonneuve�et�

CH
.�Leclerc,�Éditeurs
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１
．
問
題
の
所
在

　

筆
者
は
以
前
、『
倶
舎
論
』
等
に
お
け
る
見
智
四
句
分
別
と
忍
の

関
係
を
分
析
し
た（

1
（

。
し
か
し
、
見
智
四
句
分
別
の
成
立
過
程
に
つ
い

て
は
触
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
点
を
取
り
扱
っ
た
先
行
研
究
は
管

見
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
見
智
四
句

分
別
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、《
発
智
論
》
以
前
の
論

書
に
お
け
る
見
と
智
に
つ
い
て
分
析
、
整
理
を
行
い
た
い（

（
（

。

２
．『
集
異
門
論
』
に
お
け
る
見
と
智

　

ま
ず
、
最
も
早
い
段
階
で
、
見
智
四
句
分
別
の
片
鱗
が
見
い
だ
せ

る
の
は
『
集
異
門
論
』
に
見
い
だ
せ
る
十
無
学
法
中
の
無
学
正
見
と

無
学
正
智
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
無
学
正
見
は
尽

智
無
生
智
以
外
の
無
漏
の
慧
で
あ
る
と
広
く
規
定
す
る
。
一
方
で
、

無
学
正
智
は
尽
智
と
無
生
智
の
二
つ
で
あ
る
と
規
定
す
る（

（
（

。
ま
た
、

『
集
異
門
論
』
で
は
、
尽
智
無
生
智
の
内
容
を
三
通
り
に
解
釈
す
る

際
に
、
三
釈
と
も
、
尽
智
は
完
了
を
意
味
し
、
無
生
智
は
、
完
了
後
、

再
び
生
起
し
な
い
こ
と
が
意
図
さ
れ
る（

4
（

。
こ
れ
ら
の
規
定
は
と
も
に

『
倶
舎
論
』
の
規
定
と
対
応
が
認
め
ら
れ（

5
（

、
見
智
四
句
分
別
の
源
泉

と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
集
異
門
論
』
で
は
、
尽
智
無
生
智
の

第
一
釈
に
お
い
て
「
此
所
從
生
智
見
明
覺
解
慧
光
觀
。
是
名
盡
智
（
6
（

」

と
し
て
智
の
同
格
表
現
と
し
て
、「
見
（*darśana

（」
が
用
い
ら

れ
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
「
見
」
以
外
の
も
の
は
、
慧
の
同
義
語
と

し
て
頻
出
す
る
も
の
で
あ
る（

7
（

。
そ
の
た
め
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
段
階

で
は
見
と
智
と
の
性
質
の
区
別
は
厳
密
で
は
な
く
、
当
該
の
記
述
で

は
た
だ
、
慧
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

《
発
智
論
》
以
前
の
有
部
系
論
書
に
お
け
る
見
と
智

田　

中　

裕　

成
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３
．《
品
類
論
》
に
お
け
る
見
と
智

　
《
品
類
論
》（
玄
奘
訳
『
品
類
論
』・
旧
訳
『
衆
事
分
』・
法
成
訳

『
五
事
論
（
8
（

』・
梵
文 P

（
9
（v

（
で
は
、
智
（j

（
10
（

ñāna

（ 

の
説
明
と
し
て
十
智

を
挙
げ
説
明
し
（
11
（

、
そ
の
上
で
智
と
見
の
関
係
を
吟
味
す
る
。
言
う
な

れ
ば
、《
品
類
論
》
が
現
存
論
書
中
の
見
智
分
別
の
初
出
で
あ
る
と

言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
ず
、
智
で
あ
る
が
、《
品
類
論
》
で
は
十
智
中
の
尽
智
無
生
智

の
説
明
と
し
て
、
前
述
し
た
『
集
異
門
論
』
の
尽
智
無
生
智
の
第
一

釈
を
ほ
ぼ
全
文
踏
襲
す
る（

1（
（

。
つ
ま
り
、
智
の
同
義
語
と
し
て
「
見

（darśana

（」
が
登
場
す
る（

1（
（

。

　

次
に
、
見
に
つ
い
て
は
、『
集
異
門
論
』
に
見
ら
れ
た
記
述
の
整

備
を
試
み
、「
諸
所
有
見
者
。
且
諸
智
亦
名
見
。
有
見
非
智
。
諸
八

現
觀
邊
忍
（
14
（

。」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、『
集
異
門
論
』
や
『
品
類

論
』
に
お
い
て
、
盡
智
無
生
智
等
の
十
智
の
規
定
で
、
い
ず
れ
に
お

い
て
も
「
見
」
を
同
義
語
と
し
て
挙
げ
て
い
た
点
を
説
明
す
べ
く
、

「
す
べ
て
の
見
（darśana

（
は
智
（jñāna

（
で
も
あ
る
」
と
規
定

す
る
（
有
見
有
智
（。
一
方
、
智
で
あ
り
見
で
な
い
法
（
非
見
唯
智
（

は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、《
品
類
論
》
で
は
尽
智
無
生
智

を
見
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
智
の
性
質
を
持
た
ず
、

見
（darśana

（
の
性
質
だ
け
の
法
（
唯
見
非
智
（
と
し
て
八
忍
が

挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
見
が
智
を
包
括
し
て

い
る
関
係
（
智⊆

見
（
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
《
品
類
論
》
の
規
定
は
、
旧
訳
・
玄
奘
訳
・
梵
本
と

も
大
凡
対
応
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
旧
訳
『
衆
事
分
』
で
は
「
於
彼

起
智
見
明
覺
慧
無
間
等（

15
（

。
是
名
盡
智
（
16
（

」
と
し
て
、
玄
奘
訳
『
品
類

論
』
や
、
梵
本PV

、『
集
異
門
論
』
で
確
認
で
き
た
「
光
（āloka

（」

が
欠
落
す
る
と
い
っ
た
異
読
も
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
、『
品
類
論
』
に
は
見
と
関
係
す
る
概
念
と
し
て
、
正
見
・

五
見
が
説
か
れ
る
。
先
ず
、
正
見
で
あ
る
が
、
次
の
様
に
規
定
す
る
。

『
品
類
論
』

正
見
云
何
。
謂
聖
弟
子
等
。
於
苦
思
惟
苦
。
於
集
思
惟
集
。

於
滅
思
惟
滅
。
於
道
思
惟
道
。
無
漏
作
意
相
應
。
於
法
簡
擇

極
簡
擇
最
極
簡
擇
。
解
了
等
了
遍
了
近
了
。
機
黠
通
達
。
審

察
聰
叡
。
覺
明
慧
行
。
毘
般
舍
那
。
是
名
正
見
（
17
（

。

こ
の
後
半
部
「
於
法
簡
擇
…
毘
般
舍
那
」
は
《
品
類
論
》
弁
七
事
品

の
慧
の
記
述（

18
（

と
対
応
し（

19
（

、《
品
類
論
》
が
正
見
を
慧
と
見
做
し
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

次
に
五
見
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。
こ
ち
ら
は
『
集
異
門
論
』
か



─ 208 ─

ら
常
に
ほ
ぼ
一
定
の
規
定
が
説
か
れ
て
い
る（

（0
（

。
仮
に
有
身
見
を
取
り

出
し
て
見
て
み
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
品
類
論
』

有
身
見
云
何
。
謂
於
五
取
蘊
等
。
隨
觀
執
我
或
我
所
。
由
此

起
忍
樂
慧
觀
見
。
是
名
有
身
見
（
（1
（

。

『
衆
事
分
』　

云
何
身
見
。
謂
五
受
陰
。
見
我
我
所
有
。
於
彼
起
欲
起
忍
起

見
。
是
名
身
見
（
（（
（

。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
後
半
部
分
の
法
内
容
の
箇
所
で
あ
る
。

新
訳
旧
訳
で
多
少
の
増
減
は
あ
る
も
の
の
、
先
程
の
正
見
か
ら
一
転

し
て
、
忍
（ks

4ānti

（
や
楽
（ruci

（
や
観
（preks
4ā

（
と
い
っ
た
、

先
の
慧
と
は
異
な
る
性
質
を
有
す
る
単
語
の
列
挙
で
あ
る
。
ま
た
、

漢
訳
に
「
慧
」
の
語
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
原
語
は prajñā 
で
は
な

く
、m

ati 

で
あ
る（

（（
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
慧
（m

ati

（、
観
（preks
4ā

（

の
語
は
旧
訳
『
衆
事
分
』
で
は
見
い
だ
せ
な
い
。
つ
ま
り
、《
品
類

論
》
で
は
正
見
と
五
見
を
少
な
く
と
も
同
一
の
作
用
と
は
見
て
お
ら

ず
、
五
見
に
限
っ
て
は
慧
（prajñā

（
と
す
ら
見
做
し
て
い
な
い
可

能
性
す
ら
見
い
だ
せ
る
。

　

以
上
、《
品
類
論
》
の
見
と
智
を
追
っ
た
が
、
そ
の
性
質
は
『
集

異
門
論
』
や
『
法
蘊
論
』
で
見
ら
れ
た
語
の
整
理
と
言
え
よ
う
。

４
．《
発
智
論
》
に
お
け
る
見
と
智

　

次
に
、《
発
智
論
》（
玄
奘
訳
『
発
智
論
』、
旧
訳
『
八
犍
度
論
』（

に
お
け
る
見
智
分
別
を
見
て
い
き
た
い
。《
発
智
論
》
で
は
様
々
な

箇
所
で
見
智
分
別
の
情
報
が
見
い
だ
せ
る
が
、
最
も
根
本
と
な
る
の

は
智
蘊
覚
支
納
息
に
説
か
れ
る
見
智
分
別
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
次
の

通
り
で
あ
る
。

『
発
智
論
』

云
何
見
。
答
眼
根
五
見
。
世
俗
正
見
。
學
無
學
見
。
云
何
智
。

答
五
識
相
應
慧
。
除
無
漏
忍
餘
意
識
相
應
慧
。
云
何
慧
。
答

六
識
相
應
慧
。
諸
見
是
智
耶
。
答
應
作
四
句
。
有
見
非
智
。

謂
眼
根
及
無
漏
忍
。
有
智
非
見
。
謂
五
識
身
相
應
慧
。
盡
無

生
智
。
除
五
見
及
世
俗
正
見
餘
意
識
相
應
有
漏
慧
。
有
見
亦

智
。
謂
五
見
。
世
俗
正
見
。
除
無
漏
忍
。
及
盡
無
生
智
餘
無

漏
慧
。
有
非
見
非
智
。
謂
除
前
相
（
（4
（

。

　

ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
尽
智
無
生
智
の
取
扱
で
あ
る
。
尽
智
無

生
智
は
《
品
類
論
》
で
は
見
（darśana

（
で
も
あ
る
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
一
転
し
て
「
智
で
あ
り
見
で
な
い
も
の
」

と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
か
ら
、《
品
類
論
》
と

『
発
智
論
』
で
は
智
の
性
質
理
解
が
異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
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つ
ま
り
、《
品
類
論
》
で
は
慧
の
類
語
程
度
に
し
か
意
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
智
と
い
う
単
語
が
、《
発
智
論
》
で
は
見
と
は
異
な
る
性

質
と
し
て
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

次
に
見
の
扱
い
を
み
て
み
た
い
。《
品
類
論
》
で
は
八
忍
の
み
を

見
で
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、『
発
智
論
』
で
は
世
間
的

な
正
見
や
五
見
が
見
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
は
全
て
慧
で
あ
る
と
別
の
箇
所
で
規
定
す
る（

（5
（

。
こ
の
よ
う
に
、

《
品
類
論
》
の
段
階
で
は
慧
と
は
見
做
し
難
か
っ
た
五
見
を
も
慧
と

規
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
見
と
い
う
点
で
共
通
項
が
あ
る
と
規
定

す
る
。
す
な
わ
ち
、《
発
智
論
》
で
は
様
々
な
見
が
慧
と
規
定
さ
れ
、

そ
の
上
で
見
が
も
つ
智
と
異
な
る
性
質
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
見

い
だ
せ
る
。
た
だ
、
見
と
智
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
が
何
で
あ
る
か
は

《
発
智
論
》
で
は
明
言
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
六
識
身
と
の
相
応
関

係
を
述
べ
、
五
識
身
相
応
慧
を
見
で
は
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
か
ら
、

『
俱
舎
論
』
等
と
同
様
に
、
推
測
性
の
有
無
で
見
智
を
判
断
し
て
い

る
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う（

（6
（

。

　

以
上
、《
発
智
論
》
の
見
智
分
別
を
追
っ
た
が
、《
品
類
論
》
が

『
集
異
門
論
』
等
の
記
述
の
整
理
を
目
指
し
て
い
た
の
に
対
し
、《
発

智
論
》
で
は
過
去
の
論
書
の
記
述
で
は
な
く
、
法
相
の
整
合
性
を
重

要
視
し
、《
品
類
論
》
と
は
違
っ
た
立
場
で
体
系
化
を
図
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

５
．《
発
智
論
》
か
ら
《
品
類
論
》
へ
の
可
能
性

　

さ
て
、
先
の
検
討
で
は
《
発
智
論
》
で
新
た
に
見
智
分
別
の
体
系

化
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
際
に
《
品
類
論
》
の
規
定
と

矛
盾
す
る
点
が
い
く
ら
か
見
い
だ
せ
る
。
例
え
ば
、《
品
類
論
》
で

は
尽
智
無
生
智
を
見
で
あ
る
と
も
見
做
し
て
い
た
が
、《
発
智
論
》

で
は
非
見
有
智
と
見
做
す
点
、
あ
る
い
は
《
品
類
論
》
で
は
五
見
と

正
見
に
別
の
法
相
を
見
出
し
て
い
た
が
、《
発
智
論
》
で
は
共
に
慧

と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
点
に
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
点
が
、

三
章
で
行
っ
た
玄
奘
訳
『
品
類
論
』
と
旧
訳
『
衆
事
分
』
を
比
較
検

討
に
お
い
て
見
い
だ
せ
た
。
再
説
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
（．
尽
智
無
生
智
の
定
義
に
お
い
て
『
集
異
門
論
』
や
『
品
類

論
』、Pv

で
確
認
さ
れ
た
光
（āloka

（
は
『
衆
事
分
』

に
は
記
載
さ
れ
な
い
。

（
二
（．
五
見
の
定
義
に
お
い
て
『
集
異
門
論
』
等
や
『
品
類
論
』、

Pv

で
確
認
さ
れ
た
慧
性
と
し
て
慧
（m

ati

（
の
語
は
、

『
衆
事
分
』
に
は
記
載
さ
れ
な
い
。

　
《
品
類
論
》
と
し
て
見
れ
ば
無
味
乾
燥
な
異
読
に
も
思
え
る
が
、

こ
れ
ら
の
異
読
点
は
《
発
智
論
》
と
《
品
類
論
》
の
矛
盾
点
を
通
し
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て
見
た
時
に
意
味
の
あ
る
異
読
と
し
て
取
れ
る
。

　

先
ず
、（
一
（
で
あ
る
が
、《
発
智
論
》
に
お
い
て
尽
智
無
生
智
を

非
見
唯
智
と
規
定
す
る
が
《
品
類
論
》
に
登
場
す
る
尽
智
無
生
智
の

規
定
に
「
見
（darśana

（」
が
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
点
に
つ
い

て
、『
倶
舎
論
』
や
『
順
正
理
論
』
で
は
様
々
な
解
釈
を
挙
げ
て
、

矛
盾
の
回
避
を
試
み
る（

（7
（

。
そ
の
際
に
、『
順
正
理
論
』
の
一
説
で
は

「
光
（āloka

（」
も
規
定
に
併
記
さ
れ
る
が
、
光
の
自
性
は
色
処
で

あ
り
、
光
は
比
喩
的
表
現
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
の
「
見
」
も
同
様

に
比
喩
的
表
現
で
あ
る
と
、
問
題
の
回
避
を
試
み
る（

（8
（

。

　

次
に
、（
二
（
で
あ
る
が
、『
衆
事
分
』
で
は
五
見
を
慧
と
見
做
し

て
お
ら
ず
、
こ
の
傾
向
は
南
伝
や
唯
識
系
の
阿
毘
達
磨
で
は
五
見
を

慧
と
見
な
さ
な
ず
、
独
立
の
心
所
法
を
想
定
す
る
も
の
と
対
応
す
る（

（9
（

。

一
方
、《
発
智
論
》
で
は
五
見
を
慧
（prajñā

（
と
規
定
し
、『
倶
舎

論
』
等
で
は
慧
（prajñā

（
の
同
義
語
と
し
てm

ati

を
用
い
る（

（0
（

。

　

つ
ま
り
、
旧
訳
『
衆
事
分
』
と
比
べ
、
新
訳
『
品
類
論
』
で
増
加

し
て
い
る
語
で
あ
る
「
光
（āloka

（」
や
、「
慧
（m

ati

（」
と
い
っ

た
語
は
、《
発
智
論
》
が
新
し
く
体
系
化
す
る
法
相
に
順
ず
る
の
で

あ
る
。
佐
々
木
氏
の
研
究（

（1
（

に
よ
り
、《
品
類
論
》
が
成
立
以
後
、
イ

ン
ド
の
伝
承
で
変
遷
し
て
き
た
可
能
性
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
こ
の
点
を
分
析
す
れ
ば
『
衆
事
分
』
が
《
発
智
論
》
の
体

系
に
順
ず
る
よ
う
に
一
部
整
備
さ
れ
、
現
状
の
玄
奘
訳
『
品
類
論
』

の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

６
．
ま
と
め

　

以
上
、
本
稿
で
は
、《
発
智
論
》
以
前
の
論
書
、
特
に
『
集
異
門

論
』、《
品
類
論
》、《
発
智
論
》
に
お
け
る
見
智
四
句
分
別
を
追
い
、

そ
の
変
遷
過
程
を
探
っ
た
。
そ
の
結
果
、
見
智
分
別
は
現
在
の
形
に

到
る
ま
で
四
段
階
を
経
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
図
示
す

れ
ば
次
頁
の
通
り
で
あ
る
（。

　

第
一
段
階
と
し
て
、『
集
異
門
論
』
等
で
見
ら
れ
る
素
朴
な
形
が

あ
り
、
第
二
段
階
と
し
て
、
そ
れ
ら
『
集
異
門
論
』
等
で
見
ら
れ
た

規
定
に
準
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
整
理
を
目
的
と
し
て
《
品

類
論
》
で
一
度
目
の
体
系
化
が
図
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
第
三
段
階
と

し
て
、
法
相
の
整
備
を
狙
い
、《
品
類
論
》
の
規
定
を
元
に
《
発
智

論
》
で
二
度
目
の
体
系
化
が
図
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
状
の
見

智
四
句
分
別
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
た（

（（
（

。
そ
し
て
、

推
測
の
域
を
出
な
い
が
《
発
智
論
》
の
新
し
い
体
系
に
基
づ
き
、

《
品
類
論
》
が
一
部
整
備
さ
れ
、《
発
智
論
》
の
新
し
い
体
系
で
矛
盾

な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
可
能
性
も
見
い
だ
せ
た（

（（
（

。
仮



─ 211 ─

対
応
論
書

特
徴

傾
向

一
『
集
異
門
論
』

・『
法
蘊
論
』
尽
智
・
無
生
智
を
説
明
す
る
際

に
、
智
の
同
義
語
と
し
て
見

（*darśana

（を
採
用

経
典
の
註
釈
と

し
て
の
ア
ビ
ダ

ル
マ

二
《
品
類
論
》

（
旧
訳

『
衆
事
分
』（

全
て
の
智
は
見（darśana

（で

あ
る
と
し
て
、尽
智
無
生
智
も

見
と
み
な
す
。

第
一
段
階
の
論

書
で
登
場
し
た

語
句
を
整
理

正
見
と
五
見
と
で
違
う
作
用
を

想
定

三
《
発
智
論
》
尽
智
無
生
智
は
見（*drst44
4i

）で

は
な
い
と
規
定

第
二
段
階
の
論

書
を
法
相
的
に

矛
盾
が
存
在
し

な
い
よ
う
に
整

備

正
見
と
五
見
は
慧（prajñā
（

で
あ
り
見
で
あ
る
と
同
じ
作
用

と
し
て
規
定

四
玄
奘
訳

『
品
類
論
』、

Pv

等

尽
智
無
生
智
の
定
型
句
に
「
光

（āloka

（」
を
加
え
、
法
相
的

矛
盾
を
解
消

《
発
智
論
》
に

基
づ
く
第
三
段

階
の
規
定
と
矛

盾
し
な
い
よ
う

に
文
言
を
加
筆

五
見
の
定
型
句
に「
慧（m

ati

（」

を
加
え
、
法
相
的
矛
盾
を
解
消

に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
存
す
る
玄
奘
訳
の
六
足
論
は
《
発
智
論
》
で

作
り
出
さ
れ
た
新
し
い
体
系
と
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
に
加
筆
等
の

整
備
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
言
の
一
々
を
拾
っ
て
論
書
間
の

新
古
を
論
ず
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

（
本
研
究
は
平
成
（9
年
度
浄
土
宗
研
究
生
の
一
部
成
果
で
あ
る
（

　
1　

田
中
裕
成［2016

］「
有
部
系
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
有
漏
の
忍
と
世
間
的

な
正
見
」,『
佛
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』21,�pp.�175-203.

2　

論
書
の
成
立
段
階
に
は
諸
説
あ
り
、
未
だ
結
着
の
つ
か
な
い
点
も
多
々
あ

る
が
、
今
は
櫻
部
建［1969

］『
倶
舎
論
の
研
究�:�

界
・
根
品
』
が
述
べ
る
論

書
の
発
展
段
階
に
基
い
て
、
古
い
も
の
か
ら
順
に
検
討
し
て
い
く
。

3　

Cf.

『
集
異
門
論
』［T

.26.453a14-16,�26-27

］.

4　

Cf.�『
集
異
門
論
』［T

.26.376a17-28

］.

5　

Cf.�A
bhidharm

a K
ośabhās

4ya of V
asubandhu.�Ed.�P.�Pradhan.�

Patna,�1967

（
以
下A

K
Bh�

と
略
す
）,�391,�7-8;�394,4-14.

6　
『
集
異
門
論
』［T

.26.376a19-20

］.�

7　

Cf.�『
集
異
門
論
』［T

.26.387c27-29

］.

8　

cf.�PV
�61-66.

9　

Chung,�Jin-il�&
�Fukita,�T

akanori,�Sanskrit Fragm
ents of the 

Pañcavastuka,�Sankibou,�2017

（
以
下�Pv�

と
略
す
）.

10　
『
品
類
論
』
引
用
の
際
に
ア
ス
タ
リ
ス
ク
マ
ー
ク
を
付
加
せ
ず
に
梵
語
を

補
う
際
は
何
れ
も�Pv�

の
校
訂
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
ア
ス
タ

リ
ス
ク
マ
ー
ク
を
付
加
し
た
梵
語
は
筆
者
の
還
元
で
あ
る
。

11　
Cf.�『

品
類
論
』［T

.26.693c22-694a18

］;�Pv�57-63.
12　

相
違
点
は
如
実
知
か
、
自
遍
知
と
い
う
点
と
、
此
所
從
生
か
、
由
此
而
起

と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、『
衆
事
分
』
で
の
み
第
二
釈
も
引
用
す
る
。

13　
『
品
類
論
』［T

.26.694a8-13

］.
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14　
『
品
類
論
』［T

.26.694a14

］.�

ま
た
、
こ
こ
で
の
見
がdarśaha

で
あ
り�

drst44
4i�

で
な
い
事
は
、
写
本
（cf.�PV

�20;28

）
や
、
引
用
箇
所
（cf.�A

K
V

y�
615,�15-16

）
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

15　

無
間
等
は
観
の
旧
訳
で
あ
る
。

16　

cf.

『
衆
事
分
』［T

.26.628c1-2

］.

17　
『
品
類
論
』［T

.26.722a9-13

］,�Cf.

『
衆
事
分
』［T

.26.653a20-23

］.

18　
『
品
類
論
』［T

.26.699c20-23

］.

19　

旧
訳
は
簡
潔
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
骨
子
は
対
応
す
る
と
み
て

問
題
な
い
。

　
『
衆
事
分
』［T

.26.0635a12-13
］�

云
何
慧
。
謂
心
於
法
。
起
選
擇
相
決
斷

覺
知
照
了
觀
察
。

20　

Cf.�『
集
異
門
論
』［T

.26.419c17-18
］;�『
法
蘊
論
』［T

.26.497a16-18

］.

21　
［T

.26.700c01-2

］�Cf.�Pv49

当
該
箇
所
は
梵
文
写
本
欠
落
箇
所
で
あ
る

が
、
後
半
部
分
は
定
型
句
で
あ
る
。
当
該
の
定
型
句
は
邪
見
の
箇
所
（『
品

類
論
』［T

.26.0693b20-21

］;�Pv50-51

）
よ
り
回
収
さ
れ
る
た
め
、
問
題

は
無
い
。

22　
『
衆
事
分
』［T

.26.627c19-20

］

23　
『
発
智
論
』［T

.26.952a3-10

］（Cf.�『
八
犍
度
論
』［T

.26.813b29-c12

］）

24　
『
発
智
論
』［T

.26.952a13-14

］『
八
犍
度
論
』［T

.26.814a2-4
］

25　

例
え
ば
、『
倶
舎
論
』
で
は
「
五
識
と
倶
生
す
る
慧
は
推
度
し
な
い
故
に

見
で
は
な
い
（I,�41cd

）」
と
述
べ
ら
れ
る
（A

K
Bh.�29,�22

）。

26　

例
え
ば
『
倶
舎
論
』
で
は
《
品
類
論
》
で
はdarśana

と
し
、《
発
智

論
》
で
はdrst44
4i

と
す
る
点
に
注
目
し
、
両
者
が
別
の
法
で
あ
る
と
釈
明
す

る
。cf.�A

K
bh�394,�4-14.

27　
『
順
正
理
論
』［T

.29.0738a25-27

］�

或
如
見
故
假
立
見
名
。
如
立
光
名
現

照
轉
故
。
光
是
色
處
智
體
非
光
。
照
用
如
光
名
光
無
失
。

28　

Cf.�

水
野
弘
元［1964

］『
パ
ー
リ
仏
教
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
心
識
論
』

山
喜
房,�pp.�513-533.

29　

A
K

Bh�54,�22.

30　

佐
々
木
閑［2003

］「
六
足
と
「
婆
沙
論
」」『
印
仏
研
』52-1,�pp.�142-147.

31　
《
品
類
論
》
と
《
発
智
論
》
の
法
相
体
系
が
異
な
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
。Cf.�

本
庄
良
文［1999

］「
説
一
切
有
部
の
縁
起
説
」『
印
仏

研
』48-1.�pp.�430-424.�

筆
者
か
ら
ご
教
示
、
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表

し
ま
す
。

32　

今
は
《
発
智
論
》
の
法
相
に
基
づ
い
て
『
品
類
論
』
か
再
整
備
さ
れ
た
可

能
性
を
示
し
た
が
、
類
似
す
る
指
摘
と
し
て
本
庄
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
。

氏
は
三
世
実
有
説
の
成
立
に
よ
り
経
典
が
整
備
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る�cf.�

本
庄
良
文［1982

］「
三
世
実
有
と
有
部
阿
含
」『
仏
教
研
究
』12,�

88.�49-61.
�
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懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義
に
つ
い
て

長　

尾　

光　

恵

一
、
は
じ
め
に
―
研
究
目
的
と
前
提
条
件
―

　

本
稿
で
は
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』（
以
下
、『
群
疑
論
』）
に
お

け
る
凡
夫
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
思
想
的
背
景
と
対
論
者

の
措
定
を
試
み
た
い
。

懐
感
は
「
当
根
仏
法
章
」（
浄
全
六
、
四
九
上
）
や
「
止
住
百
歳

章
」（
浄
全
六
、
四
六
上
）
に
お
い
て
『
観
経
』
の
教
説
の
対
象
を

「
未
来
世
一
切
衆
生
」
と
し
、
そ
の
教
説
を
当
根
仏
法
と
す
る
。
そ

の
た
め
懐
感
教
学
内
に
お
い
て
一
切
衆
生
は
『
観
経
』
の
教
説
に
よ

り
往
生
す
る
者
、
即
ち
九
品
と
な
る
。
ま
た
懐
感
は
「
一
念
即
生

章
」
に
て
「
衆
生
往
生
九
品
不
同
。
許
三
其
行
有
二
多
少
一
還
是
凡
夫

所
攝
」（
浄
全
六
、
九
一
下
）
と
述
べ
、
九
品
全
て
を
凡
夫
の
所
摂

と
す
る
。
そ
の
た
め
彼
の
九
品
解
釈
の
解
明
が
そ
の
ま
ま
『
群
疑

論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義
の
解
明
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
一
切
衆

生
の
定
義
の
解
明
と
な
る
。

二
、
懐
感
の
九
品
解
釈

（
一
）
処
不
退
に
よ
る
九
品
理
解

　

ま
ず
『
群
疑
論
』
に
お
い
て
九
品
全
体
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
懐
感
は
「
生
者
不
退
章
」
の
中
で
、

若
穢
土
之
中
小
乘
煖
頂
・
大
乘
十
信
等
以
二
根
不
定
一。
或
遇
二

惡
縁
一
退
造
二
五
逆
一
入
二
邪
定
聚
一。（
中
略
）
若
遇
二
勝
縁
一
修
レ

道
得
レ
入
二
不
退
轉
位
一
名
二
正
定
聚
一�　
　
　
（
浄
全
六
、
六
一
上
）

と
述
べ
て
正
定
聚
を
不
退
転
位
の
者
、
邪
定
聚
を
造
五
逆
の
者
、
不

定
聚
を
退
転
位
か
つ
不
造
五
逆
の
者
、
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
懐

感
は
、今

生
二
西
方
一
无
下
有
二
惡
縁
一
或
造
二
无
間
之
罪
一
入
中
邪
定
聚

位
上。
行
雖
レ
淺
、
唯
遇
二
勝
縁
一
念
念
進
二
修
大
乘
聖
道
一
決
定
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无
レ
退
。
故
得
三
名
爲
二
正
定
聚
一
也（
中
略
）於
レ
此
非
二
阿
鞞
跋

致
位
一
非
二
正
定
聚
位
一。
生
二
彼
西
方
一
悉
得
三
名
爲
二
阿
鞞
跋
致

及
正
定
聚
一
也　

�

（
浄
全
六
、
六
一
上
下
）

と
、
浄
土
上
の
場
所
的
不
退
（
処
不
退
）
を
提
示
し
不
退
の
獲
得
を

得
生
以
後
と
設
定
、
そ
れ
に
伴
い
往
生
者
を
正
定
聚
で
は
な
い
者
と

す
る
。
こ
の
こ
と
は
懐
感
が
往
生
者
、
即
ち
九
品
を
正
定
聚
已
前
の

不
定
聚
な
い
し
邪
定
聚
と
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
九
品
の

範
囲
は
「
退
転
位
の
者
～
造
五
逆
者
」
と
な
る
。

（
二
）
各
三
品
の
定
義

次
に
上
中
下
の
各
三
品
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
懐

感
は
「
九
品
生
位
章
」
で
「
麤
分
九
品
有
二
家
」（
浄
全
六
、
八
六

上
）
と
述
べ
、
九
品
に
つ
い
て
二
釈
を
提
示
す
る
。
こ
の
二
釈
は
中

下
の
二
品
に
関
し
て
、
菩
薩
階
位
か
ら
退
し
て
中
下
二
品
と
な
っ
た

か
、
も
と
か
ら
中
下
二
品
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
相
違

が
あ
る
。
懐
感
は
こ
の
二
釈
の
内
ど
ち
ら
が
正
義
か
を
明
記
し
て
は

い
な
い
。
し
か
し
こ
の
両
釈
は
各
三
品
に
お
け
る
発
心
と
修
行
に
関

す
る
記
述
が
一
致
し
て
お
り
、
上
三
品
は
発
大
乗
心
・
修
大
乗
行
、

中
三
品
は
発
小
乗
心
・
修
小
乗
行
、
下
三
品
は
起
生
死
心
、
造
生
死

罪
と
な
る
。
現
時
点
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
各
三
品
の
定
義
の
大
枠

と
し
た
い
。

ま
ず
始
め
に
上
三
品
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
懐
感
が
不
定
聚
の

階
位
を
「
大
乗
の
十
信
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
懐
感
は
「
生
者
不
退
章
」
内
の
四
不
退
説
を
提
示
す
る
中
で

六
信
以
上
を
不
退
位
、
五
信
以
下
を
退
位
と
し
て
「
若
入
十
信
初
五

心
及
未
入
十
信
一
切
衆
生
論
其
信
位
雖
未
堅
固
」（
浄
全
六
、
六
一

下
）
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
六
信
不
退
章
」
の
「
此
上
品
中
生

人
十
信
五
心
已
前
人
」（
浄
全
六
、
八
七
上
）
と
い
う
記
述
と
も
整

合
性
が
取
れ
る
。
よ
っ
て
上
三
品
の
定
義
は
「
発
大
乗
心
～
十
信
中

の
第
五
信
」
と
な
る
。

　

続
け
て
中
三
品
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
前
述
の
通
り
、
不
定
聚
の

小
乗
階
位
は
「
小
乗
の
煖
頂
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
二
乗
不
生
章
」

「
今
此
聲
聞
在
二
七
方
便
中
或
七
方
便
前
位
一
中
三
品
人
」(

浄
全
六
、

七
六
上)

や
「
永
絶
悪
趣
章
」「
居
二
在
穢
土
退
轉
之
處
一
煖
頂
二
善

根
猶
爲
二
退
位
一
故
」
と
い
う
記
述
と
一
致
す
る
。
そ
の
た
め
中
三

品
の
定
義
は
「
発
小
乗
心
～
四
善
根
中
の
煖
頂
位
」
と
な
る
。

　

最
後
に
下
三
品
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
先
程
の
大
枠
に
て
示
し
た

通
り
、
下
品
の
定
義
は
「
起
生
死
心
、
造
生
死
罪
」
で
あ
り
、
そ
の

全
員
が
造
罪
者
と
い
え
る
。
但
し
懐
感
の
下
品
理
解
は
下
上
・
下
中

と
下
下
を
境
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
そ
の
区
分
は
「
逆
謗
除
取
章
」

の
、
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如
二
下
品
上
生
下
品
中
生
一
稱
佛
念
佛
不
レ
言
二
具
足
十
念
一
一
念

已
上
悉
皆
得
レ
生
。
以
二
罪
少
一
故
不
二
要
滿
㆒レ

十
。
下
品
下
生

爲
レ
有
二
逆
罪
一
經
即
説
言
下
具
二
足
十
念
一
得
㆖レ

生
二
淨
土
一

�

（
浄
全
六
、
三
五
上
）

と
い
う
一
説
か
ら
わ
か
る
通
り
造
逆
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
下
三
品
の
定
義
は
「
罪
少
者
～
造
五
逆
者
」
と
な
る
。

（
三
）
罪
業
の
種
子
識
的
理
解
―
罪
業
理
解
と
そ
の
滅
罪
―

　

こ
こ
で
一
度
懐
感
の
罪
業
理
解
に
触
れ
、
下
下
品
の
定
義
を
掘
り

下
げ
た
い
。
前
述
の
通
り
、
下
品
下
生
の
定
義
は
造
五
逆
者
（
＝
邪

定
聚
）
で
あ
る
が
、『
群
疑
論
』
各
所
に
お
い
て
謗
法
や
十
悪
業
、

十
悪
輪
罪
と
い
っ
た
重
罪
が
五
逆
と
同
等
の
罪
と
し
て
扱
わ
れ
、
滅

罪
に
関
し
て
も
五
逆
と
同
等
に
「
十
聲
念
仏
」
の
必
要
性
が
説
か
れ

て
い
る（

1
（

。
そ
の
た
め
そ
れ
ら
を
犯
し
た
者
も
ま
た
下
品
下
生
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
懐
感
は
「
有
相
趣
求
章
」
の
中
で
、

此
即
於
二
諸
大
乘
經
三
藏
聖
敎
一
有
レ
讃
有
レ
毀
懷
レ
疑
懷
レ
信
、

亦
修
二
善
法
一
亦
造
二
重
罪
一
信
不
二
具
足
一
名
二
一
闡
提
一。
如
三
十

輪
經
具
明
二
其
罪
一　
　
　

�

（
浄
全
六
、
一
六
上
）

と
述
べ
て
『
十
輪
経
』
所
説
の
罪
業
を
犯
し
た
者
を
一
闡
提
と
呼
称

し
て
い
る
。
そ
の
『
十
輪
経
』
所
説
の
罪
業
と
は
五
逆
や
誹
謗
正
法
、

十
悪
業
、
十
輪
罪
等
で
あ
り
（
大
正
十
三
、
六
八
七
中
及
び
七
〇
一

中
）、
下
下
品
を
定
義
づ
け
る
罪
業
と
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
よ
り
下

下
品
は
「
五
逆
や
十
悪
業
な
ど
の
重
罪
を
犯
し
た
者
」
と
定
義
で
き
、

用
語
的
に
は
邪
定
聚
や
一
闡
提
と
同
義
と
な
る
。
但
し
懐
感
は
「
十

輪
滅
罪
章
」
や
「
五
逆
不
定
章
」
の
中
で
、

計
尋
念
佛
重
罪
皆
除
五
逆
十
輪
悉
皆
消
滅
。
五
逆
經
言
二
定

業
一
此
定
罪
既
滅
除
。
十
輪
稱
二
佛
不
救
一
何
廢
二
阿
彌
陀
迎
接
一

�

（
浄
全
六
、
四
六
下
）

於
二
諸
大
乘
了
義
敎
中
一
説
二
一
切
業
悉
皆
不
定
一
（
中
略
）
如
レ

是
等
諸
大
乘
經
論
咸
説
二
五
逆
罪
等
一
皆
名
二
不
定
業
一
悉
得
二
消

滅
一。
今
觀
經
既
是
大
乘
經
典
。
明
下
念
二
阿
彌
陀
佛
一
五
逆
罪

滅
上
有
二
何
疑
一
也　

�

（
浄
全
六
、
七
一
上
下
）

な
ど
と
述
べ
、
逆
罪
等
に
よ
る
罪
業
を
不
定
業
と
し
、
ま
た
そ
れ
ら

は
念
仏
に
よ
り
滅
罪
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る（

（
（

。
そ
の
た
め
下
下
品

は
邪
定
聚
や
一
闡
提
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
性
格
は
あ
く
ま

で
不
定
で
あ
り
、
決
し
て
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

最
後
に
懐
感
が
そ
れ
ら
罪
業
の
相
続
と
滅
除
に
関
し
て
種
子
識
的

理
解
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
懐
感
は
「
八
識
三
受
章
」

（
浄
全
六
、
八
二
上
）
の
中
で
八
識
説
を
採
用
し
（
（
（

、
以
下
の
三
章
に

お
い
て
善
悪
業
の
相
続
と
滅
除
に
関
し
て
種
子
説
を
用
い
て
論
を
展

開
し
て
い
る（

4
（

。
以
下
、
そ
の
概
要
を
示
す
。
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・「
損
力
益
能
章
」

滅
罪
と
は
造
罪
に
よ
り
薫
習
さ
れ
た
悪
業
種
子
の
悪
報
を
感
じ

る
功
能
・
勢
力
を
滅
す
る
こ
と
で
あ
る�

（
浄
全
六
、
九
八
上
）

・「
旧
業
更
生
章
」

滅
罪
に
よ
っ
て
悪
業
種
子
の
勢
力
を
滅
し
た
と
し
て
も
、
再
び

造
罪
す
れ
ば
悪
業
種
子
の
勢
力
は
復
活
す
る

�

（
浄
全
六
、
九
八
下
）

・「
善
悪
互
滅
章
」

造
罪
に
よ
り
薫
習
す
る
悪
業
種
子
と
念
仏
に
よ
り
薫
習
す
る
善

業
種
子
は
互
い
に
勢
力
を
滅
す
る

�

（
浄
全
六
、
九
八
下
～
九
九
上
）

こ
れ
ら
に
よ
り
懐
感
が
業
の
相
続
と
滅
除
に
関
し
て
種
子
識
的
理
解

を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
思
想
的
背
景
の
考
察

　

以
上
に
述
べ
た
『
群
疑
論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義
の
特
徴
を
整

理
す
る
と
、
次
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①
衆
生
及
び
九
品
の
定
義
…
…
『
観
経
』
理
解
お
よ
び
九
品
皆
凡

②
九
品
の
上
限
の
設
定
…
…
…
処
不
退
を
基
準
に
九
品
を
設
定

③
九
品
の
下
限
の
設
定
…
…
…
造
五
逆
に
よ
る
邪
定
聚
の
設
定

④
業
の
種
子
識
的
理
解
…
…
…
八
識
説
及
び
種
子
説
の
採
用

以
下
、
こ
れ
ら
一
々
に
関
し
て
思
想
的
背
景
を
求
め
て
い
く
。

（
一
）
衆
生
及
び
九
品
の
定
義

　

懐
感
の
設
け
た
凡
夫
の
定
義
に
お
い
て
基
盤
と
な
る
の
が
「
未
来

世
一
切
衆
生
」
を
教
説
の
対
象
で
あ
る
と
す
る
『
観
経
』
理
解
と
九

品
皆
凡
説
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
背
景
に
善
導
の
存
在
が
見
受
け
ら

れ
る
。

　

善
導
は
『
観
経
疏
』「
第
六
経
論
和
会
門
」（
浄
全
二
、
八
下
～
九

上
）
に
お
い
て
十
の
経
文
を
挙
げ
『
観
経
』
の
所
説
の
対
象
を
「
韋

提
希
」
及
び
「
未
来
世
一
切
衆
生
」
と
し
、
ま
た
「
散
善
義
」
に
お

い
て
、今

説
二
觀
經
定
散
二
善
一
唯
爲
二
韋
提
及
佛
滅
後
五
濁
五
苦
等
一

切
凡
夫
一
證
レ
言
レ
得
レ
生　

�

（
浄
全
二
、
五
七
上
）

と
述
べ
る
。
善
導
以
前
の
慧
遠
等
は
韋
提
希
を
教
法
の
対
象
と
し
て

お
り
、
未
来
世
一
切
衆
生
の
対
象
化
は
定
散
二
善
と
い
う
善
導
特
有

の
『
観
経
』
解
釈
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ

の
「
未
来
世
一
切
衆
生
」
の
対
象
化
は
善
導
の
影
響
で
あ
る
と
判
断

で
き
よ
う（

5
（

。
ま
た
九
品
皆
凡
説
の
提
唱
そ
れ
自
体
も
善
導
の
影
響
の

一
つ
と
い
え
る
。
後
述
の
通
り
、
確
か
に
両
者
の
九
品
（
凡
夫
）
解

釈
は
異
な
る
が
、
懐
感
の
九
品
理
解
の
根
底
に
「『
観
経
』
の
教
法
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の
対
象
＝
未
来
世
一
切
衆
生
＝
凡
夫
＝
九
品
」
と
い
う
善
導
教
学
に

も
と
づ
く
『
観
経
』
理
解
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
九
品
皆
凡

説
の
提
唱
は
善
導
の
影
響
と
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
残
り
の
三
点
に
関
し
て
は
善
導
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

善
導
は
九
品
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

九
品
差
別
何
者
。
上
品
三
人
是
遇
レ
大
凡
夫
、
中
品
三
人
是

遇
レ
小
凡
夫
、
下
品
三
人
是
遇
レ
惡
凡
夫�（『
浄
全
』
二
、
八
上
）

柴
田
泰
山
氏
は
善
導
が
設
け
た
九
品
の
定
義
に
つ
い
て
「
仏
道
の
実

践
階
位
上
に
存
在
し
得
ず
、
現
生
に
お
い
て
成
仏
の
可
能
性
が
皆
無

な
る
存
在
（
6
（

」
と
言
及
し
て
い
る
。
懐
感
の
九
品
解
釈
、
即
ち
凡
夫
の

定
義
は
「
第
五
信
（
煖
頂
位
）
～
一
闡
提
」
で
あ
り
、
善
導
の
定
義

と
相
違
す
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
た
善
導
の
所
説
中
に
業

の
種
子
識
的
理
解
は
見
受
け
ら
れ
ず（

7
（

、
こ
れ
も
両
者
の
相
違
点
と
い

え
よ
う
。

（
二
）
九
品
の
上
限
の
設
定

　

懐
感
は
浄
土
上
に
お
け
る
処
不
退
獲
得
か
ら
逆
算
し
て
九
品
の
階

位
を
退
位
に
限
定
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
示
は
迦
才
『
浄
土
論
』

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
依
二
經
論
一
釋
有
二
四
種
一。
一
是
念
不
退
、
謂
在
八
地
已
上
。

二
是
行
不
退
、
謂
在
初
地
已
上
。
三
是
位
不
退
、
謂
在
十
解
已

上
。
四
是
處
不
退
、
謂
西
方
淨
土
也�

（
浄
全
六
、
六
三
四
上
）

凡
夫
由
レ
未
レ
勉
二
惡
道
一
故
須
生
二
淨
土
中
一。
十
解
已
去
不
レ

畏
レ
生
二
惡
道
一
故
不
レ
願
レ
生
二
淨
土
一
也

�

（
浄
全
六
、
六
四
三
上
）

迦
才
も
ま
た
処
不
退
を
主
張
し
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
往
生
者
す
な

わ
ち
九
品
を
退
位
者
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
懐
感
が
用
い
た
処
不

退
に
よ
る
九
品
階
位
の
設
定
は
迦
才
の
影
響
で
あ
る
と
い
え
る（

8
（

。

（
三
）
九
品
の
下
限
の
設
定

懐
感
が
九
品
の
下
限
で
あ
る
下
品
下
生
を
一
闡
提
（
＝
邪
定

聚
・
造
五
逆
罪
等
）
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
造
五

逆
者
や
一
闡
提
を
邪
定
聚
と
す
る
説
示
は
『
倶
舎
論
』（
大
正
二
六
、

五
六
下
）
な
ど
に
も
見
え
、
極
め
て
一
般
的
な
説
示
と
い
え
る
。
但

し
『
群
疑
論
』
に
二
、
三
〇
年
程
先
行
す
る
元
暁
『
両
巻
経
宗
要
』
に
、

五
種
種
性
中
菩
薩
種
性
人
、
從
二
無
始
時
來
一
不
レ
作
二
五
逆
及

斷
善
根
一、
是
名
本
性
正
定
聚
也
。
其
二
乘
性
及
不
定
性
、
得
レ

作
二
五
逆
及
斷
善
根
一。
斷
善
根
時
墮
二
邪
定
聚
一

�

（
大
正
三
七
、
一
二
九
下
）

彼
求
有
衆
生
一
闡
提
人
。�

及
佛
法
中
同
二
一
闡
提
位
一。
名
爲
二

邪
定
聚
衆
生
一�

（
大
正
三
七
、
一
二
九
下
）

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
懐
感
は
元
暁
を
バ
イ
ア
ス
に
し
て
当
時
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の
邪
定
聚
や
一
闡
提
理
解
を
『
無
量
寿
経
』
の
三
聚
衆
生
解
釈
に
取

り
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
業
の
種
子
識
的
理
解

懐
感
が
業
に
つ
い
て
種
子
識
を
以
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、

彼
の
修
学
状
況
と
時
代
環
境
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
大
福
先

寺
に
お
い
て
新
訳
経
論
の
翻
訳
に
従
事
し
、
善
導
と
は
異
な
り
積
極

的
に
『
仏
地
経
論
』
や
『
瑜
伽
論
』
等
の
新
訳
経
論
を
用
い
て
自
説

を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
懐
感
在
世
当
時
、
業
を
種
子
識
で
以
て
理

解
す
る
説
示
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
た
め
彼
の
業
の
種
子
識
的
理

解
は
彼
の
仏
教
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
、
ま
た
時
代
的
要
請
に
よ
る

も
の
と
い
え
る
。

四
、
対
論
者
の
措
定

最
後
に
こ
の
議
論
に
お
け
る
対
論
者
の
措
定
を
試
み
た
い
。
懐

感
の
説
示
の
要
点
は
「
不
定
聚
の
往
生
浄
土
」
に
あ
る
。
九
品
は
不

定
聚
及
び
邪
定
聚
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
が
、
五
逆
罪
は
不
定
業
で
あ

る
た
め
邪
定
聚
は
滅
罪
が
可
能
で
あ
り
、
邪
定
聚
の
性
格
を
決
定
す

る
罪
業
の
除
滅
は
不
定
聚
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
こ
の

議
論
の
対
論
者
と
し
て
は
、

　

・
無
始
以
来
も
し
く
は
過
去
世
の
業
に
よ
る
種
性
の
確
定

　

・
現
在
世
に
お
い
て
の
罪
業
に
よ
る
種
性
の
確
定

の
一
方
も
し
く
は
両
方
を
主
張
し
、
邪
定
聚
（
下
下
品
、
一
闡
提
、

造
逆
者
）
の
不
定
聚
へ
の
回
帰
を
否
定
、
ま
た
不
定
聚
の
往
生
を
不

可
能
と
す
る
論
師
が
措
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
①
三

階
教
者
、
②
五
姓
各
別
論
者
を
対
論
者
と
し
て
措
定
し
た
い
。

（
一
）
三
階
教
者

　
『
群
疑
論
』
内
の
三
階
教
者
と
の
対
論
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
三

階
教
者
の
説
示
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

諸
三
階
師
救
言
、
唯
除
五
逆
等
言
即
是
除
二
一
切
第
三
階
一
也
。

以
二
第
三
階
者
並
是
純
邪
无
レ
正
純
惡
无
レ
善
之
人
一、
无
始
迄
レ

今
有
二
愆
犯
一。
皆
一
切
諸
佛
之
所
レ
不
レ
救
十
方
淨
土
咸
共
擯
弃

�

（
浄
全
六
、
三
五
下
）

彼
ら
は
自
ら
の
時
代
観
に
即
し
て
衆
生
を
造
逆
の
第
三
階
と
し
、
無

始
以
来
の
罪
業
を
理
由
に
現
在
世
の
行
為
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
往
生

を
不
可
能
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
所
説
に
対
し
懐
感
は
、

又
一
切
第
三
階
人
皆
名
二
造
逆
之
者
一、
若
過
去
身
已
受
二
泥
梨

之
苦
一
業
與
レ
果
畢
、
非
二
是
逆
人
一。
若
以
今
生
未
レ
有
レ
造
二
无

間
罪
一、
寧
容
二
三
階
之
類
咸
是
五
逆
人
一。
若
言
二
皆
是
逆
人
一
即

應
下
悉
是
邪
定
之
聚
无
上
レ

非
二
生
報
之
業
一。
終
後
定
墮
二
阿
鼻
一

亦
不
レ
生
二
餘
惡
趣
一。
不
レ
得
下
入
二
於
佛
法
一
出
家
以
具
中
律
儀
上。
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无
下
有
二
不
定
聚
人
一
及
有
中
不
定
業
上
者
即
應
下
涅
槃
經
説
二
一

切
衆
生
不
定
業
多
決
定
業
少
一
玆
言
謬
上
矣

�

（
浄
全
六
、
三
六
上
）

と
返
し
て
、
過
去
世
以
前
の
業
に
よ
る
今
生
の
素
質
の
決
定
を
否
定

し
、『
涅
槃
経
』
を
典
拠
に
不
定
聚
の
存
在
及
び
不
定
業
を
強
調
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
議
論
に
お
け
る
第
一
の
対
論
者
と
し
て

三
階
教
者
の
存
在
を
措
定
で
き
る
。

（
二
）
五
姓
各
別
論
者

第
二
の
対
論
者
と
し
て
五
姓
各
別
論
者
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。

五
姓
各
別
説
内
に
お
い
て
種
性
は
無
始
以
来
確
定
し
て
お
り
、
不
定

種
姓
以
外
は
無
条
件
に
自
ら
の
素
質
が
既
に
定
ま
っ
て
い
る
。
ま
た

邪
定
聚
や
一
闡
提
は
無
性
有
情
で
あ
り
、
彼
ら
は
畢
竟
に
無
性
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
が
不
可
能
と
さ
れ
る
。
一
切
衆
生
を
不
定
と
す
る
こ

と
で
無
始
以
来
の
種
性
の
確
定
を
否
定
し
、
邪
定
聚
の
滅
罪
と
不
定

聚
へ
の
回
帰
を
主
張
す
る
懐
感
の
所
説
は
こ
の
よ
う
な
五
姓
各
別
説

と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
五
姓
各
別
論
者
を
対
論
者
と

措
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
懐
感
の
批
判
対
象
が
彼
ら
が
主
張

す
る
「
無
性
有
情
」
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る（

9
（

。

そ
の
五
姓
各
別
論
者
の
中
で
も
特
に
基
が
対
論
者
の
代
表
格
と

な
る
。
な
ぜ
な
ら
懐
感
と
同
時
代
の
五
姓
各
別
論
者
の
中
で
、
基
の

み
が
西
方
浄
土
へ
の
無
性
有
情
の
往
生
を
絶
対
的
に
否
定
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
基
は
五
姓
各
別
説
や
種
子
往
生
説
を
前
提
に
し
て
西

方
浄
土
を
他
受
用
土
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
本
有
無
漏
種
子
の
保
持

を
往
生
浄
土
の
絶
対
条
件
と
し
往
生
者
を
菩
薩
種
姓
か
つ
地
上
の
者

に
限
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
弥
陀
弥
勒
相
対
論
の
中
で
弥
勒
信
仰
を

宣
揚
す
る
意
図
を
有
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
既
に
拙
論
に
お

い
て
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る（

10
（

。
懐
感
も
ま
た
弥
陀
弥
勒
相
対
論

の
中
で
、

造
二
五
逆
罪
一
不
レ
生
二
兜
率
一
。
然
得
レ
往
二
生
西
方
淨
土
一
斯
七

異
也�

（
浄
全
六
、
五
八
上
）

と
述
べ
て
造
五
逆
者
（
邪
定
聚
）
の
往
生
を
肯
定
し
上
生
に
つ
い
て

は
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
懐
感
が
設
け
た
凡
夫
の
規
定
は
基
の

存
在
を
多
分
に
意
識
し
、
彼
と
の
弥
陀
弥
勒
相
対
論
の
範
疇
で
な
さ

れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、『
群
疑
論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
し
た

結
果
、
懐
感
が
善
導
の
『
観
経
』
理
解
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
迦

才
や
元
暁
の
影
響
を
受
け
て
凡
夫
を
「
第
五
信
（
煖
頂
位
）
～
一
闡

提
」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
定
義
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は
基
を
始
め
と
す
る
五
姓
各
別
論
者
や
三
階
教
者
と
の
対
論
を
意
識

し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
懐
感
は
一
切
衆
生
の
最
下
層
た
る

下
下
品
を
滅
罪
可
能
な
一
闡
提
と
し
、
念
仏
に
よ
る
滅
罪
を
繰
り
返

し
主
張
す
る
こ
と
で
阿
弥
陀
仏
土
へ
の
一
切
衆
生
の
往
生
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
論
理
的
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

1　

例
え
ば
「
謗
法
往
生
章
」（
浄
全
六
、
四
八
下
）
や
「
十
輪
滅
罪
章
」（
六
、

四
六
下
）
な
ど

2　

懐
感
の
滅
罪
説
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る

3　

懐
感
の
心
意
識
説
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る

4　

懐
感
の
種
子
説
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る

5　

柴
田
泰
山
氏
『
善
導
教
学
の
研
究
』（
山
喜
房
、
二
〇
〇
八
）
二
九
四
～

三
〇
九
頁
参
照

　

善
導
教
学
の
中
に
『
観
経
』
を
当
根
仏
法
と
す
る
思
想
は
な
く
、
こ
れ
は
お

そ
ら
く
懐
感
が
三
階
教
者
と
議
論
す
る
上
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
解
釈
で
あ

ろ
う
。

6　

柴
田
氏
前
掲
著
書
三
〇
八
頁

7　

柴
田
泰
山
氏
『
善
導
教
学
の
研
究　

第
二
巻
』（
山
喜
房
、
二
〇
一
四
）

九
二
～
九
五
頁
参
照

8　

但
し
両
者
の
解
釈
は
不
退
を
獲
得
す
る
菩
薩
階
位
に
つ
い
て
相
違
が
あ
る
。

迦
才
が
上
記
の
よ
う
に
「
十
解
已
下
（
十
住
已
下
）」
を
退
位
と
す
る
の
に

対
し
、
懐
感
は
「
六
信
已
下
」
を
退
位
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
懐
感
の
不
退

説
は
基
の
諸
著
作
中
（『
法
華
玄
賛
』・『
無
垢
疏
』・『
弥
勒
上
生
賛
』
等
）

に
見
え
る
不
退
説
と
一
致
す
る
。
懐
感
が
迦
才
の
説
を
承
け
て
処
不
退
に
よ

る
九
品
の
設
定
を
し
な
が
ら
も
、
不
退
の
獲
得
階
位
に
関
し
て
基
の
説
示
に

倣
っ
た
の
は
、
彼
と
の
弥
陀
弥
勒
相
対
論
の
中
で
処
不
退
の
獲
得
を
以
て
極

楽
浄
土
の
優
位
性
を
主
張
す
る
為
に
彼
の
解
釈
に
乗
じ
た
結
果
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
既
に
二
〇
一
七
年
五
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
二

十
九
年
度
浄
土
学
学
術
大
会
に
て
発
表
し
て
お
り
、
後
日
投
稿
す
る
予
定
で

あ
る
。

9　

業
の
種
子
識
的
理
解
も
ま
た
彼
ら
に
対
す
る
合
理
的
な
説
明
を
意
図
し
て

な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

10　

拙
論
「『
釈
浄
土
群
疑
論
』
所
説
の
仏
身
仏
土
論
に
関
す
る
再
検
討
―
基

へ
の
反
論
を
中
心
に
―
」（『
浄
土
学
』
五
四
、
二
〇
一
七
）
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『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
至
誠
心
釈
に
つ
い
て

長　

尾　

隆　

寛

一
、
は
じ
め
に
―
『
三
部
経
大
意
』
に
関
す
る
先
学
研
究
の
整
理

　
『
三
部
経
大
意
』
は
、
石
井
教
道
氏
に
よ
っ
て
法
然
上
人
（
以
下
、

敬
称
を
省
略
）
の
教
義
書
中
、
本
願
念
仏
期
に
あ
た
る
著
作
と
さ
れ

る
が
、
同
氏
に
よ
っ
て
、
特
に
至
誠
心
釈
に
つ
い
て
は
「
西
山
義
の

香
り
の
高
い
箇
所
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る（

1
（

。
昭
和
八
年
に
塚
本
善

隆
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
以
後
、『
三
部
経
大
意
』
は
、
多
く
の

研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
先
学
研
究
に
お
け
る
問
題
点
は
、
大

き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
『
三
部
経
大
意
』
の
真
偽
問
題

に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
結
論
の
み
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

　

・
真
撰
説
…
藤
堂
恭
俊
氏（

（
（

、
末
木
文
美
士
氏
（
（
（

、
善
裕
昭
氏（

4
（

　

・
偽
撰
説
…
坪
井
俊
映
氏
（
5
（

、
深
貝
慈
孝
氏（

6
（

　

も
う
一
つ
は
、『
三
部
経
大
意
』
の
成
立
時
期
に
関
す
る
研
究
で

あ
る
。
石
井
氏
の
思
想
変
遷
の
分
類
に
依
っ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う

に
分
け
ら
れ
る
。

　

・
本
願
念
仏
期
…
石
井
氏
（
7
（

・
大
橋
俊
雄
氏
（
8
（

・
戸
松
啓
真
氏
（
9
（

・
奈
良

博
順
氏
（
10
（

・
藤
堂
氏
（
11
（

・
善
氏（

1（
（

　

・
選
択
念
仏
期
…
末
木
氏
（
1（
（

・
林
田
康
順
氏（

14
（

　

以
上
の
先
学
研
究
に
お
け
る
注
目
点
は
、
特
に
真
偽
問
題
に
関
し

て
は
至
誠
心
釈
に
関
す
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
。
確
か
に
、
後
述

す
る
よ
う
に
至
誠
心
釈
は
他
の
法
然
文
献
の
思
想
と
比
べ
る
と
特
異

で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
氏
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
の
み
で
『
三
部
経
大
意
』
全
体
の
書
誌
的
評

価
が
決
め
ら
れ
る
の
に
は
問
題
が
あ
る（

15
（

。
こ
れ
ら
の
問
題
が
あ
る
こ

と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。
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二
、
問
題
の
所
在

　

以
下
、『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
至
誠
心
釈
を
あ
げ
、
問
題
点

を
整
理
し
た
い
。

抑
又
此
経
ニ
、
具
三
心
者
、
必
生
彼
国
ト
説
ケ
リ
。
一
ハ
至
誠

心
、
二
深
心
、
三
廻
向
発
願
心
也
。
①
三
心
ハ
区
ニ
分
レ
タ
リ

ト
云
ヘ
ト
モ
、
要
ヲ
取
リ
詮
ヲ
撰
テ
是
ヲ
イ
ヘ
ハ
、
深
心
ヒ
ト

ツ
ヲ
サ
マ
レ
リ
。
善
導
和
尚
釈
テ
言
ハ
ク
、（
中
略
）
真
実
心

ノ
中
ニ
ナ
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
此
外
多
ク
ノ
釈
有
リ
。
頗
フ
ル

我
等
カ
分
ニ
コ
エ
タ
リ
。
但
此
②
至
誠
心
ハ
ヒ
ロ
ク
定
善
ト
散

善
ト
弘
願
ト
ノ
三
門
ニ
ワ
タ
リ
テ
釈
セ
リ
。
是
ニ
ツ
キ
テ
惣
別

ノ
義
ア
ル
ヘ
シ
。
惣
者
自
力
ヲ
以
テ
、
定
散
等
ヲ
修
シ
テ
往
生

ヲ
願
フ
、
至
誠
心
也
。
其
故
ハ
疏
ノ
玄
義
分
ノ
序
題
ノ
下
タ
ニ

云
ク
、
定
即
慮
ヲ
ヤ
メ
テ
、
以
テ
心
ヲ
コ
ラ
シ
、
散
ハ
即
悪
ヲ

廃
シ
テ
以
テ
善
ヲ
修
ス
。
此
ノ
二
善
ヲ
廻
シ
テ
往
生
ヲ
求
也
。

弘
願
者
大
経
ニ
説
カ
如
シ
。
一
切
ノ
善
悪
ノ
凡
夫
生
ル
ヽ
事
ヲ

得
ハ
、
皆
阿
弥
陀
仏
ノ
大
願
業
力
ニ
乗
シ
テ
、
増
上
縁
ト
セ
ス

ト
云
事
ナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
③
自
力
ヲ
廻
シ
テ
他
力
ニ
乗
ル
事
ハ

明
ナ
ル
モ
ノ
カ
。
シ
カ
レ
ハ
（
中
略
）
外
ニ
賢
善
精
進
ノ
相
ヲ

現
シ
テ
、
内
ニ
虚
仮
ヲ
懐
ク
事
エ
サ
レ
ト
云
ヘ
ル
。
其
解
行
ト

者
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
、
弥
陀
ノ
本
願
ニ
乗
シ
テ
十
声
一
声
ニ
決

定
シ
テ
生
ル
ヘ
シ
ト
、
真
実
ニ
サ
ト
リ
テ
行
ス
ル
是
也
。
外
ニ

ハ
本
願
ヲ
信
ス
ル
相
ヲ
現
シ
テ
、
内
ニ
ハ
疑
心
ヲ
懐
ク
、
是
ハ

不
真
実
ノ
心
也
。
虚
仮
ノ
心
也
。
次
外
ニ
ハ
賢
善
精
進
相
ヲ
現

シ
テ
、
内
ニ
ハ
懈
怠
ナ
ル
、
是
ハ
不
真
実
ノ
行
也
、
虚
仮
ノ
行

也
。
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
ニ
シ
テ
（
中
略
）
皆
ス
ヘ
カ
ラ
ク
真

実
ナ
ル
ヘ
シ
。
故
ニ
至
誠
心
ト
名
ク
ト
云
ハ
、
④
是
惣
ノ
義
也
。

如
何
ト
者
、
深
心
ノ
下
ニ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
曠
劫
ヨ
リ
以
来
、

出
離
ノ
縁
ア
ル
事
ナ
シ
ト
信
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
若
此
釈
ノ
如

ク
、
一
切
ノ
菩
薩
ト
同
ク
諸
悪
ヲ
ス
テ
、
行
住
坐
臥
ニ
真
実
ヲ

モ
チ
ヰ
ハ
悪
人
ニ
ア
ラ
ス
。
煩
悩
ヲ
ハ
［
ナ
］
レ
タ
ル
物
ナ
ル

ヘ
シ
。
彼
ノ
分
段
生
死
ハ
ナ
レ
、
初
果
終
シ
タ
ル
聖
者
ナ
ヲ
貪

瞋
痴
等
ノ
三
毒
ヲ
起
ス
。
何
況
一
分
ノ
惑
ヲ
モ
断
セ
サ
ラ
ム
罪

悪
生
死
ノ
凡
夫
、
イ
カ
ニ
シ
テ
カ
此
真
実
心
ヲ
具
ス
ヘ
キ
ヤ
。

此
故
ニ
自
力
ニ
テ
諸
行
ヲ
修
テ
、
至
誠
心
ヲ
具
セ
ム
ト
ス
ル
モ

ノ
ハ
、
専
ラ
カ
タ
シ
。
千
カ
中
ニ
一
人
モ
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
是
也
。

ス
ヘ
テ
此
ノ
三
心
ハ
念
仏
及
諸
行
ニ
ワ
タ
リ
テ
釈
セ
リ
。
又
ノ

前
後
ニ
ヨ
リ
テ
心
得
エ
ワ
カ
ツ
ヘ
シ
。
例
ハ
四
修
ノ
中
ノ
無
間

修
ヲ
釈
シ
テ
云
ク
、
相
続
シ
テ
恭
敬
礼
拝
称
名
讃
嘆
憶
念
観
察

廻
向
発
願
シ
テ
、（
中
略
）
⑤
又
無
間
修
ト
名
ク
ト
云
ヘ
リ
。
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是
モ
念
仏
余
行
ヲ
ワ
カ
チ
テ
釈
セ
リ
。
初
釈
ハ
貪
瞋
等
ヲ
ハ
イ

ワ
ス
。
余
行
ヲ
以
テ
キ
タ
シ
ヘ
タ
テ
サ
ル
無
間
修
也
。
後
釈
ハ

行
ノ
正
雑
ヲ
ハ
イ
ワ
ス
。
貪
瞋
等
ノ
煩
悩
ヲ
以
テ
キ
タ
シ
ヘ
タ

テ
サ
ル
無
間
修
也
。
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
二
行
ノ
得
失
ヲ
判
シ

テ
云
ク
、
上
ノ
コ
ト
ク
念
々
相
続
シ
テ
（
中
略
）
慚
愧
懺
悔
ノ

心
ア
ル
コ
ト
ナ
キ
カ
故
ヘ
ニ
等
ヲ
云
ヘ
リ
。
⑥
此
中
ニ
貪
瞋
諸

見
ノ
煩
悩
キ
タ
リ
間
断
ス
ル
カ
故
ニ
ト
云
ヘ
ル
等
ハ
、
ヒ
ト
リ

雑
行
ノ
失
ヲ
出
セ
リ
。
コ
ヽ
ニ
知
ヌ
、
余
行
ニ
ヲ
ヒ
テ
ハ
、
貪

瞋
等
ノ
煩
悩
ヲ
発
サ
ス
シ
テ
行
ス
ヘ
シ
ト
云
事
ヲ
、
是
ニ
ナ
ス

ラ
エ
テ
思
ニ
、
貪
瞋
等
ヲ
キ
ラ
ウ
至
誠
心
ハ
余
行
ニ
ア
リ
ト
見

ヘ
タ
リ
。
何
況
廻
向
発
願
心
ノ
釈
ハ
、
水
火
ノ
二
河
ノ
喩
ヲ
引

テ
、
愛
欲
瞋
恚
ノ
水
火
常
ウ
ル
ヲ
シ
常
ニ
ヤ
キ
テ
ヤ
ム
コ
ト
ナ

ケ
レ
ト
モ
、
深
心
ノ
白
道
タ
ユ
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
生
ル
ヽ
事
ヲ

ウ
ト
イ
ヘ
リ（

16
（

。（
傍
線
と
丸
番
号
は
筆
者
）

　

原
文
中
、
傍
線
部
が
『
三
部
経
大
意
』
の
説
示
で
あ
る
。
こ
の
中

で
、
特
に
②
の
説
示
が
先
学
の
研
究
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
至
誠
心
が
定
善
・
散
善
・
弘
願
に
わ
た
る
と
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
惣
（
＝
自
力
で
定
散
の
行
を
修
し
て
往
生
を
願
う
至
誠

心
）
と
別
（
＝
他
力
に
よ
っ
て
往
生
を
願
う
至
誠
心
）
と
し
、
一
切

の
凡
夫
は
、
自
力
で
は
な
く
、
他
力
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

る
。

　

②
に
は
、
⑴
定
善
・
散
善
・
弘
願
の
三
門
、
⑵
「
惣
・
別
」、
⑶

「
自
力
・
他
力
」、
⑷
念
仏
と
諸
行
と
い
っ
た
様
々
な
思
想
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
自
力
で
は
な
く
他
力
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る

こ
の
思
想
は
や
は
り
他
の
文
献
を
み
て
も
特
異
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
①
（
深
心
に
つ
い
て
）
と
②
の
⑴
定
善
・
散

善
・
弘
願
の
三
門
、
⑵
「
惣
・
別
」、
⑶
「
自
力
・
他
力
」
に
つ
い

て
、
関
連
文
献
や
人
物
よ
り
検
討
し
た
。
そ
の
際
の
結
論
の
み
を
示

す
と
、
関
連
文
献
と
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

①
…
「
十
七
条
御
法
語
」・
聖
光
・
良
忠
・
信
空
、
信
瑞
（『
広
疑

瑞
決
集
』）・
聖
覚
（『
唯
信
鈔
』）

　

②
…
「
十
七
条
御
法
語
」・
信
空
（「
信
空
伝
説
の
詞
」・『
明
義
進

行
集
』）・「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」・
聖
覚
（「
登
山

状
」・『
大
原
談
義
聞
書
鈔
』）・
永
弁
（『
大
原
談
義
聞
書

鈔
』）

　

そ
の
結
果
と
し
て
、

『
三
部
経
大
意
』
の
成
立
に
は
、
聖
覚
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
が
、
聖
覚
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
聖
光
や
良

忠
に
も
同
内
容
が
示
さ
れ
る
こ
と
、「
十
七
条
御
法
語
」
に
同
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内
容
が
示
さ
れ
る
こ
と
、『
和
語
灯
録
』
に
も
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
信
空
等
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、

思
想
と
し
て
は
法
然
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
外
か
ら
の
批
判
・

異
義
に
答
え
る
中
で
示
さ
れ
た
詞
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
法
然
か
ら
信
空
や
聖
覚
に
伝
え

ら
れ
た
詞
を
各
々
が
伝
持
し
、
そ
の
中
で
成
立
し
た
も
の
が

『
三
部
経
大
意
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
然
と
親
鸞
の
中

間
に
位
置
す
る
信
空
や
聖
覚
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
考
え
る
と
、
親
鸞
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

後
に
親
鸞
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
思
想
の
中
心
に
な
る
法
然
の

詞
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。

と
し
た
。
ま
た
、
⑶
「
自
力
・
他
力
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

一
見
す
る
と
証
空
等
の
解
釈
と
似
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
説
示
に
つ

い
て
、
至
誠
心
自
体
を
自
力
・
他
力
に
分
け
て
理
論
的
に
考
え
る
証

空
等
の
思
想
と
、
至
誠
心
を
お
こ
す
ま
で
の
修
行
を
自
力
・
他
力
に

分
け
る
『
三
部
経
大
意
』
の
思
想
と
に
は
明
確
な
違
い
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、『
三
部
経
大
意
』
の
説
示
は
法
然
の
思
想
が
示
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
し
た（

17
（

。

　

本
稿
で
は
、
残
る
問
題
と
し
て
、
至
誠
心
釈
全
体
に
わ
た
っ
て
関

連
す
る
「
念
仏
と
諸
行
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
、『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
念
仏
と
諸
行

【
法
然
に
よ
る
念
仏
と
諸
行
の
解
釈
】

　

法
然
に
お
け
る
念
仏
と
諸
行
解
釈
に
関
し
て
は
、
多
く
の
先
学
に

よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
大
き
く
わ
け
る
と
、

一
つ
は
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
「
廃
助
傍
の
三
義
」
の
解
釈
に
つ

い
て
、
も
う
一
つ
は
、
諸
行
に
お
け
る
往
生
の
可
否
に
関
す
る
検
討

で
あ
る
。
当
然
こ
の
二
点
は
関
わ
り
合
う
問
題
で
あ
る
が
、
一
点
目

の
「
廃
助
傍
の
三
義
」
に
関
し
て
は
、
藤
堂
恭
俊
氏
に
よ
っ
て
詳
し

く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

藤
堂
氏
は
、『
選
択
集
』
第
二
章
で
捨
て
ら
れ
た
雑
行
（
諸
行
）

が
、「
決
定
往
生
心
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
を
助
成

す
る
行
業
に
高
め
ら
れ
、
同
じ
行
が
雑
行
で
は
な
く
「
異
類
の
助

業
」
と
な
る
と
す
る（

18
（

。

　

こ
の
決
定
往
生
心
の
確
立
と
い
う
説
示
は
、
法
然
御
法
語
の
な
か

で
は
「
或
時
遠
江
国
蓮
花
寺
住
僧
禅
勝
房
参
上
人
奉
問
種
々
之
事
上

人
一
々
答
之
」
の
み
存
在
す
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
曽
根
宣
雄
氏
は
、
各
種
御
法
語
に

お
け
る
三
心
に
関
す
る
説
示
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
が
定
め
た
信
が
三
心

で
あ
る
以
上
、「
決
定
往
生
の
信
」
と
は
、
三
心
の
確
立
、
三
心
具
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足
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
決
定
往
生
の

信
は
「
心
得
や
す
い
事
」
で
あ
り
、
念
仏
相
続
の
な
か
で
自
然
に
成

就
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る（

19
（

。

【『
三
部
経
大
意
』
至
誠
心
釈
に
お
け
る
念
仏
と
諸
行
の
説
示
に
つ
い
て
】

　

至
誠
心
釈
の
中
で
、
特
に
念
仏
と
諸
行
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
を
挙
げ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
特
に
注
目
す
る
箇
所

に
傍
線
）

・
至
誠
心
ハ
ヒ
ロ
ク
定
善
ト
散
善
ト
弘
願
ト
ノ
三
門
ニ
ワ
タ
リ
テ
釈

セ
リ
。
是
ニ
ツ
キ
テ
惣
別
ノ
義
ア
ル
ヘ
シ
。
惣
者
自
力
ヲ
以
テ
、

定
散
等
ヲ
修
シ
テ
往
生
ヲ
願
フ
、
至
誠
心
也
。（
②
）

・
自
力
ヲ
廻
シ
テ
他
力
ニ
乗
ル
事
ハ
明
ナ
ル
モ
ノ
カ
。（
③
）

・
自
力
ニ
テ
諸
行
ヲ
修
テ
、
至
誠
心
ヲ
具
セ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
専

ラ
カ
タ
シ
。
千
カ
中
ニ
一
人
モ
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
是
也
。
ス
ヘ
テ
此

ノ
三
心
ハ
念
仏
及
諸
行
ニ
ワ
タ
リ
テ
釈
セ
リ
。
又
ノ
前
後
ニ
ヨ
リ

テ
心
得
エ
ワ
カ
ツ
ヘ
シ
。（
④
）

・
又
無
間
修
ト
名
ク
ト
云
ヘ
リ
。
是
モ
念
仏
余
行
ヲ
ワ
カ
チ
テ
釈
セ

リ
。
初
釈
ハ
貪
瞋
等
ヲ
ハ
イ
ワ
ス
。
余
行
ヲ
以
テ
キ
タ
シ
ヘ
タ
テ

サ
ル
無
間
修
也
。
後
釈
ハ
行
ノ
正
雑
ヲ
ハ
イ
ワ
ス
。
貪
瞋
等
ノ
煩

悩
ヲ
以
テ
キ
タ
シ
ヘ
タ
テ
サ
ル
無
間
修
也
。（
⑤
）

・
此
中
ニ
貪
瞋
諸
見
ノ
煩
悩
キ
タ
リ
間
断
ス
ル
カ
故
ニ
ト
云
ヘ
ル
等

ハ
、
ヒ
ト
リ
雑
行
ノ
失
ヲ
出
セ
リ
。
コ
ヽ
ニ
知
ヌ
、
余
行
ニ
ヲ
ヒ

テ
ハ
、
貪
瞋
等
ノ
煩
悩
ヲ
発
サ
ス
シ
テ
行
ス
ヘ
シ
ト
云
事
ヲ
、
是

ニ
ナ
ス
ラ
エ
テ
思
ニ
、
貪
瞋
等
ヲ
キ
ラ
ウ
至
誠
心
ハ
余
行
ニ
ア
リ

ト
見
ヘ
タ
リ
。（
⑥
）

　　

こ
れ
ら
の
説
示
を
み
る
と
、『
三
部
経
大
意
』
の
至
誠
心
釈
に
説

か
れ
る
念
仏
と
諸
行
論
は
、
す
べ
て
三
心
（
至
誠
心
）
や
四
修
（
無

間
修
）
と
関
連
付
け
て
示
さ
れ
て
い
る
。
前
回
の
検
討
で
明
ら
か
に

し
た
こ
と
を
も
と
に
す
る
と
、
こ
こ
で
は
三
心
や
四
修
が
具
わ
る
ま

で
の
行
と
し
て
念
仏
と
諸
行
が
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、『
三
部
経
大
意
』
の
説
示
は
、
諸
行
に
よ
っ
て
往
生
で
き

る
か
否
か
で
は
な
く
、
三
心
四
修
を
具
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
議
論

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
④
の
傍
線
部
に
、「
自
力

ニ
テ
諸
行
ヲ
修
テ
、
至
誠
心
ヲ
具
セ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
専
ラ
カ
タ

シ
。
千
カ
中
ニ
一
人
モ
ナ
シ
ト
云
ヘ
ル
是
也
」
と
あ
り
、
諸
行
に
よ

っ
て
至
誠
心
を
具
え
る
も
の
は
、
千
の
中
に
一
人
も
な
い
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
の
藤
堂
氏
や
曽
根
氏

の
説
を
も
と
に
考
え
る
と
、
こ
こ
に
説
か
れ
る
諸
行
と
は
、
決
定
往

生
心
を
確
立
（
三
心
具
足
）
す
る
以
前
の
諸
行
（
雑
行
）
を
示
し
た
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も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。「
信
空
伝
説
の
詞
」
に

「
四
修
三
心
を
沙
汰
す
る
こ
と
は
一
向
専
修
に
な
る
ま
で
の
こ
と
也（

（0
（

」

と
あ
る
よ
う
に
、
一
向
専
修
に
な
る
前
後
の
こ
と
は
、
区
別
し
て
考

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
三
部
経
大
意
』
至
誠
心
釈

に
お
け
る
説
示
は
、『
選
択
集
』
や
、
他
の
御
法
語
等
に
示
さ
れ
る
、

往
生
の
可
否
に
関
す
る
念
仏
と
諸
行
論
と
比
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
と
な
る
。

　
「
東
大
寺
十
問
答
」
に
は
、

問
。
三
心
具
足
の
念
仏
は
、
決
定
往
生
歟
。

答
。
決
定
往
生
す
る
也
。
三
心
に
智
具
の
三
心
あ
り
、
行
具
の

三
心
あ
り
。（
中
略
）
行
具
の
三
心
と
い
ふ
は
、
一
向
に
帰
す

れ
は
至
誠
心
也
、
疑
心
な
き
は
深
心
也
、
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ

は
回
向
心
也
。
か
る
か
ゆ
へ
に
一
向
念
仏
し
て
、
う
た
か
ふ
お

も
ひ
な
く
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
は
行
具
の
三
心
也
（
（1
（

。

と
あ
り
、
一
向
念
仏
に
よ
っ
て
自
然
に
三
心
を
具
足
す
る
と
い
う
行

具
の
三
心
が
説
か
れ
る
。
ま
た
、「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
」

や
「
十
七
条
御
法
語
」、「
信
空
伝
説
の
詞
」
に
は
、

又
云
。
近
来
の
行
人
観
法
を
な
す
事
な
か
れ
。
仏
像
を
観
ず
と

も
運
慶
康
慶
が
つ
く
り
た
る
仏
ほ
ど
だ
に
も
、
観
じ
あ
ら
は
す

べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
た
だ
彼
仏
今
現
在
世
成
仏
、
当
㆑
知
本

誓
重
願
不
虚
、
衆
生
称
念
必
得
㆓
往
生
㆒
の
釈
を
信
じ
て
、
ふ

か
く
本
願
を
た
の
み
て
一
向
に
名
号
を
唱
べ
し
。
名
号
を
と
な

ふ
れ
ば
、
三
心
を
の
づ
か
ら
具
足
す
る
な
り（

（（
（

。

と
示
さ
れ
、
こ
こ
に
も
、
本
願
を
信
じ
て
一
向
に
念
仏
を
称
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
三
心
が
具
足
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
三
心
を
具
足
す
る
段
階
に
お
い
て
念
仏
か
諸
行
か
と
い
う

中
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
に
説
か
れ
る
よ
う
に
「
一
向
（
（（
（

」
に
念

仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
心
が
具
わ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
行
具
の
三
心
」
と
、『
三
部
経
大
意
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
諸
行
に

よ
っ
て
至
誠
心
が
具
わ
る
者
は
千
中
無
一
で
あ
る
と
い
う
説
示
と
は

同
内
容
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、『
三
部
経
大
意
』
に
は
至
誠
心
の
次
に
、
無
間
修
に
つ
い

て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
⑤
）、「
東
大
寺
十
問
答
」
で
は
、
先
ほ

ど
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、

　
　

五
念
四
修
も
一
向
に
信
ず
る
者
に
は
自
然
に
具
す
る
な
り（

（4
（

。�

と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
心
の
み
で
は
な
く
、
行
具
の
五
念

門
、
行
具
の
四
修
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

（5
（

。

　

林
田
康
順
氏
は
聖
光
『
末
代
念
仏
授
手
印
』
の
、
宗
義
・
行
相
に

続
く
奥
書
に
、

善
導
の
御
釈
を
拝
見
す
る
に
、
源
空
が
目
に
は
、
三
心
も
、
五
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念
も
、
四
修
も
、
皆
と
も
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
見
ゆ
る
な
り（

（6
（

。

と
あ
る
こ
と
よ
り
、
こ
れ
が
法
然
か
ら
聖
光
に
継
承
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
し
、
ま
た
、
聖
光
が
『
授
手
印
』
に
お
い
て
法
然
遺
文
に
は

見
ら
れ
な
い
「
宗
義
」・「
行
相
」
の
構
造
を
創
設
さ
れ
た
理
由
は
、

一
念
義
・
寂
光
土
往
生
義
な
ど
を
主
張
す
る
輩
が
、
三
心
を
学
び
知

る
こ
と
の
み
に
重
き
を
置
き
、
念
仏
相
続
を
軽
ん
じ
る
と
い
う
事
態

に
対
し
て
、
法
然
の
真
意
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命

感
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る（

（7
（

。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、『
三
部
経
大
意
』
に
お
い
て
、
至
誠

心
（
三
心
）
や
無
間
修
（
四
修
）
の
具
足
を
念
仏
と
諸
行
の
関
係
で

捉
え
、
諸
行
に
よ
っ
て
具
え
る
の
が
千
中
無
一
と
す
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
『
一
枚
起
請
文
』
に
、

た
だ
し
三
心
四
修
と
申
す
こ
と
の
候
う
は
、
皆
決
定
し
て
南
無

阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
う
う
ち
に
こ
も
り
候
う
な
り（

（8
（

。

と
示
さ
れ
る
内
容
と
同
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
考
察
を
も
と
に
す
る
と
、
こ
の
至
誠
心
釈
に
お
け
る
念
仏

と
諸
行
の
説
示
は
、
行
具
の
三
心
・
四
修
を
説
く
法
然
の
説
示
と
し

て
問
題
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、『
選
択
集
』
等
の
後
期
の
文

献
と
比
べ
て
初
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
至
誠
心
釈
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
念
仏
と
諸
行
の
問
題
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
至
誠
心
釈
に
説
か
れ
る
念
仏
と
諸
行
の

説
示
は
、
往
生
の
可
否
で
は
な
く
、
三
心
・
四
修
具
足
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
諸
行
に
よ
っ
て
三
心
四

修
を
具
え
る
の
は
千
中
無
一
と
す
る
こ
と
は
、
念
仏
に
よ
る
行
具
の

三
心
・
四
修
と
同
義
で
あ
り
、『
一
枚
起
請
文
』
と
同
内
容
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。

　

よ
っ
て
、
こ
の
『
三
部
経
大
意
』
至
誠
心
釈
の
説
示
が
法
然
の
も

の
と
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
点
を
も
っ
て
、
後
期

の
著
作
で
あ
る
『
選
択
集
』
な
ど
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
初
期
の
著

作
で
あ
る
と
す
る
根
拠
と
も
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

た
だ
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
至
誠
心
釈
の
み
を
も
っ

て
『
三
部
経
大
意
』
全
体
の
結
論
と
す
る
の
に
は
大
き
な
問
題
が
あ

る
。
名
号
論
等
の
解
決
す
べ
き
問
題
が
多
い
。
本
稿
で
は
至
誠
心
釈

に
限
定
し
た
結
果
を
示
し
、
他
の
箇
所
を
含
め
た
『
三
部
経
大
意
』

全
体
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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1　
『
昭
法
全
』
序
参
照
。

2　

藤
堂
恭
俊
氏
『
法
然
上
人
研
究
（
思
想
篇
）』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八

三
）
参
照
。

3　

末
木
文
美
士
氏
「
源
空
の
『
三
部
経
大
意
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
』

四
三
、
一
九
七
七
）
参
照
。

4　

善
裕
昭
氏
「
法
然
『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
諸
問
題
」（『
浄
土
宗
学
研

究
』
二
二
、
一
九
九
六
）
参
照
。

5　

坪
井
俊
映
氏
「『
三
部
経
大
意
』
に
見
ら
れ
る
非
法
然
的
教
説
に
つ
い
て
」

（『
仏
教
文
化
研
究
所
年
報
』、
一
九
八
二
）
参
照
。

6　

深
貝
慈
孝
氏
「
法
然
上
人
の
名
号
観
―
名
号
万
徳
所
帰
説
に
関
し
て
―
」

（『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
伝
歴
』、
二
〇
〇
一
）
参
照
。

7　

石
井
教
道
氏
「
元
祖
教
学
の
思
想
史
的
研
究
」（『
浄
土
学
』
二
五
、
一
九

五
五
）
参
照
。

8　

大
橋
俊
雄
氏
「
法
然
上
人
撰
述
浄
土
三
部
経
末
疏
の
成
立
前
後
に
就
て
―

選
択
集
を
定
点
と
し
て
見
た
る
思
想
史
的
考
察
―
」（『
日
本
名
僧
論
集
』
六
、

一
九
八
二
）
参
照
。

9　

戸
松
啓
真
氏
「
三
部
経
大
意
に
つ
い
て
」（『
仏
教
論
叢
』
六
、
一
九
五

八
）
参
照
。

10　

奈
良
博
順
氏
「
法
然
の
三
心
に
つ
い
て
の
試
論
」（『
印
仏
研
究
』
一
五
―

一
、
一
九
六
六
）
参
照
。

11　

藤
堂
氏
『
法
然
上
人
研
究
（
思
想
篇
）』
参
照
。

12　

善
氏
「
法
然
『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
諸
問
題
」
参
照
。

13　

末
木
氏
「
源
空
の
『
三
部
経
大
意
』
に
つ
い
て
」
参
照
。

14　

林
田
康
順
氏
「『
選
択
集
』
に
お
け
る
善
導
弥
陀
化
身
説
の
意
義
～
選
択

と
偏
依
～
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
四
二
・
四
三
合
併
号
、
一
九
九
八
）
参
照
。

　

林
田
氏
は
『
三
部
経
大
意
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

善
導
弥
陀
化
身
説
に
注
目
す
る
論
考
の
中
で
、
こ
の
思
想
が
み
ら
れ
る
『
三

部
経
大
意
』
を
選
択
念
仏
期
に
配
当
し
て
い
る
。

15　

善
氏
「
法
然
『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
諸
問
題
」
参
照
。

16　
『
昭
法
全
』
三
二
―
六　

17　

考
察
の
中
で
、
良
忠
が
至
誠
心
を
自
他
に
わ
け
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
良
忠
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
証
空
な
ど
の
よ

う
に
至
誠
心
を
自
他
に
わ
け
て
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、『
三
部
経
大
意
』

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
至
誠
心
を
具
足
す
る
ま
で
を
自
他
に
わ
け
る
こ
と
を

批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

18　

藤
堂
氏
『
法
然
上
人
研
究
（
思
想
篇
）』
参
照
。

19　

曽
根
宣
雄
氏
「
決
定
往
生
の
信
を
め
ぐ
っ
て
」（
藤
本
浄
彦
氏
先
生
古
記

記
念
論
集
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
）
参
照
。

20　
『
昭
法
全
』
七
五
三

21　
『
昭
法
全
』
六
四
四

22　
『
昭
法
全
』
四
九
四
。「
十
七
条
御
法
語
」
は
『
昭
法
全
』
四
六
八
、「
信

空
伝
説
の
詞
」
は
『
昭
法
全
』
六
七
〇
―
一
。「
十
七
条
御
法
語
」
は
運

慶
・
康
慶
の
名
も
見
え
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、「
信
空
伝
説
の
詞
」
は
少

し
異
な
る
。
し
か
し
、
内
容
と
し
て
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

23　
『
選
択
集
』
四
章
に
、「
一
向
」
と
は
念
仏
の
他
に
余
行
を
雑
え
な
い
こ
と

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

24　
『
昭
法
全
』
六
四
四

25　

林
田
康
順
氏
「『
一
枚
起
請
文
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
下
）」（
藤

本
浄
彦
氏
先
生
古
記
記
念
論
集
『
法
然
仏
教
の
諸
相
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一

四
）
参
照
。

26　
『
聖
典
』
五
・
二
四
〇

27　

前
掲
、
林
田
氏
「『
一
枚
起
請
文
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
（
下
）」
参

照
。

28　
『
浄
土
宗
信
徒
日
常
勤
行
式
』・『
昭
法
全
』
四
一
五
参
照
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廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
法
然
上
人
に
よ
る
推
敲

　
　
　

―
第
一
章
段
に
お
い
て
裏
書
さ
れ
た
師
資
相
承
の
問
答
を
め
ぐ
っ
て
―

春　

本　

龍　

彬

一
、
は
じ
め
に

　

冒
頭
の
二
一
文
字
が
法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を
省
略
す
る
）
の

真
筆
と
さ
れ
る
「
廬
山
寺
本
」
を
浄
土
宗
第
一
の
根
本
聖
典
で
あ
る

『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
下
、『
選
択
集
』
と
記
す
）
の
草
稿
本
と

見
做
す
こ
と
が
可
能
な
第
一
の
要
因
は
、
本
文
に
遺
さ
れ
て
い
る
数

多
く
の
書
き
込
み
が
法
然
の
指
示
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
推
敲
跡
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
「
廬
山
寺
本
」
の
第
一
章
段
に
裏
書
さ
れ
た
師
資

相
承
の
問
答
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
法
然
遺
文
中
に
確
認
さ
れ
る
師
資
相
承
論
に
関
し
て
も
様
々
な
角

度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研

究
を
踏
ま
え
た
上
で
何
故
、
法
然
が
第
一
章
段
の
末
尾
に
師
資
相
承

の
内
容
を
付
け
加
え
る
よ
う
指
示
し
た
の
か
、
裏
書
さ
れ
る
ま
で
の

過
程
に
も
留
意
し
つ
つ
、
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
推
敲
跡
の
状
態

　

以
下
に
「
廬
山
寺
本
」
の
「
九
丁
オ
～
九
丁
ウ
」
の
【
翻
刻
資

料
】
を
掲
載
し
た（

1
（

。

九
丁
オ
１　
　
　
　
　

問
日
聖
道
家
諸（
カ
（

宗
各
有
師
資
相
承
謂
如
天
台
宗
者
慧
文

　

２　

南
岳
天
台
章
安
智
威
慧
威
玄
朗
湛
然
次
第
相
承
如
真
言
宗
者
大
日

　

３　

如
来
金
剛
薩
埵
龍
樹
龍
智
金
智
不
空
次
第
相
承（
カ
（

自
余
諸
家
又
各

　

４　

有
相（
カ
（

承
血
脈
而
今
所
言
浄
土
宗
有
師
資
相
承
血
脈
譜
乎
答
曰
如
聖

　

５　

道
家
血
脈
浄
土
宗
亦
有
血
脈
但
於
浄
土
一
宗
諸
家
又
不
同
所
謂

　

６　

廬
山
慧
遠
法
師
慈
愍
三
蔵
道
綽
善
導
等
是
也
今
且
依
道
綽
善
導

　

７　

之（
カ
（

一
家
論
師
資
相
承
血
脈
者
此
亦（
カ
（

有
両
説
一
者
菩
提
流
支
三
蔵

　

８　

慧
寵
法
師
ｏ
道
場
法
師

曇
鸞
法
師
大
海
禅
師
法
上
法
師
已
上
出

安
楽
集
二
者
菩（
カ
（

提

　

９　

流
支
三
蔵
曇
鸞
法
師
道
綽
禅
師
善
導
禅
師
懐
感
法
師
□
〔
少
カ
〕

康（
カ
（
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10　

法　

師　
已
上
出
唐

宋
両
伝

九
丁
ウ
１　

浄
土
ト
者ハ

即
チ
是
（
カ
（
浄
土
門
ノ
ｏ意

也
・
三
乗
・
浄
土
・
聖
道
・
浄
土
（
カ
（
其
ノ
名

�
２　

雖
モ
異
㆒ナ
リ
ト
其
ノ
意
亦
タ
（
カ
（

同
シ
・
浄
土
宗
ノ
学
者
・
先
ツ
須
クヘ

シ
知
ル
此
証
（
カ
（

故
（
カ
（

�

３　

雖
モ
先
キ
ニ
学
セ
ル
聖
道
門
ヲ一
人
ナ
リ
ト
・
若
浄
土
門
ニ
有
ラ
ム
其
ノ
志
シ㆒
者
ノ
（
カ
（須ク

ヘ

（
カ
（

シ
棄
テ
ヽ

�

４　

聖
道
ヲ㆒

応ヒ
帰
ス

ｏ於

浄
土
ニ㆒

例
セ
ハ

如
シ下

彼
ノ

曇
鸞
法
師
ノ

捨
テ

四
論
ノ

�

５　

講
説
ヲ㆒

一
向
ニ

帰
シ

浄
土
ニ㆒

道
綽
禅
師
ノ

閣
イ
テ

涅
槃
ノ

広
業
ヲ㆒
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上
掲
し
た
資
料
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
確
か
に
「
九
丁

オ
」
に
は
師
資
相
承
に
関
す
る
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
章
は
問

答
体
と
な
っ
て
お
り
、
問
い
で
は
天
台
宗
や
真
言
宗
の
師
資
相
承
に

つ
い
て
触
れ
、
応
答
部
分
で
は
浄
土
宗
に
も
同
じ
く
師
資
相
承
が
あ

る
と
し
て
廬
山
慧
遠
、
慈
愍
三
蔵
、
道
綽
・
善
導
の
三
つ
の
流
れ
を

提
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
章
を
記
し
た
人
物
は
問
答
の
筆
跡
と
前
後
の
丁
に
確
認
さ

れ
る
筆
跡
が
同
筆
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
段
か
ら
第
三
章

段
の
途
中
ま
で
筆
を
取
っ
た
人
物
、
即
ち
遵
西
で
あ
る
と
見
做
し
て

問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
近
年
、
一
連
の
「
廬
山
寺
本
」
研
究
を
行
っ
た
兼
岩
和
広

氏
に
よ
る
以
下
の
言
及
は
、
師
資
相
承
の
問
答
が
ど
の
よ
う
に
裏
書

さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
一
考
す
る
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。実

際
に
「
廬
山
寺
本
」
の
現
状
を
見
れ
ば
、
九
丁
裏
に
記
さ
れ

た
挿
入
を
指
示
す
る
「
可
有
師
資
相
承
」
の
文
字
と
「
即
在

裏
」
の
文
字
は
全
く
筆
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

更
に
言
え
ば
、
九
丁
表
に
記
さ
れ
た
挿
入
文
と
「
即
在
裏
」
と

記
し
た
筆
は
同
じ
（
遵
西
の
筆
）
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う（

（
（

。

　

確
か
に
兼
岩
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、「
九
丁
ウ
」
の
余
白
部
分
に

書
き
込
ま
れ
た
裏
書
の
指
示
は
二
種
類
の
筆
跡
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
後
半
部
分
の
「
即
在
裏
」
の
三
文
字
は
「
九
丁

オ
」
や
本
文
の
文
字
と
比
較
し
て
遵
西
の
筆
と
判
断
し
て
間
違
い
な

さ
そ
う
で
あ
る
が
、
前
半
部
分
の
「
可
有
師
資
相
承
」
の
六
文
字
は

遵
西
で
は
な
い
別
の
人
物
が
筆
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
一
体
、
如
何
な
る
人
物
が
前
半
部
分
の
六
文
字
を
記
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
「
可
有
師
資
相
承
」
の
六
文
字
の
内
、
損
虫
な
ど
に
よ
っ
て

文
字
が
欠
損
し
て
い
な
い
「
可
」、「
師
」、「
相
」
の
三
文
字
の
【
影

印
資
料
】
と
遵
西
、
感
西
、
証
空
（
（
（

の
三
人
が
本
文
中
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
の
三
文
字
を
筆
記
し
て
い
る
箇
所
の
【
影
印
資
料
】
を
掲
載
し
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た
。

ⅰ
「
可
」

・「
九
丁
ウ
」（
裏
書
の
指
示
）　�

・「
一
四
丁
オ
」（
遵
西
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・「
九
〇
丁
ウ
」（
感
西
筆
）　　

・「
九
二
丁
オ
」（
証
空
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅱ
「
師
」

・「
九
丁
ウ
」（
裏
書
の
指
示
）　

・「
九
丁
ウ
」（
遵
西
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

・「
七
八
丁
オ
」（
感
西
筆
）�

・「
九
五
丁
ウ
」（
証
空
筆
）

　

　
　
　
　
　
　

　
　

ⅲ
「
相
」

・「
九
丁
ウ
」（
裏
書
の
指
示
）　

・「
一
八
丁
オ
」（
遵
西
筆
）

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

�・「
七
一
丁
ウ
」（
感
西
筆
）　　

・「
九
四
丁
ウ
」（
証
空
筆
）

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

��
�

＊
遵
西
、
感
西
、
証
空
の
筆
跡
は
特
徴
的
な
も
の
を
選
定
し
た
。

����������������������������������������������������
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前
掲
し
た
【
影
印
資
料
】
を
観
察
す
る
限
り
、「
可
」
と
「
師
」

の
文
字
に
関
し
て
は
四
者
間
で
あ
ま
り
差
異
が
見
受
け
ら
れ
な
い
よ

う
で
あ
り
、
そ
の
二
文
字
の
比
較
検
討
で
も
っ
て
「
可
有
師
資
相

承
」
の
執
筆
者
を
比
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
相
」
の
文
字
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
場
合
、
そ
の
状
況

は
異
な
り
、
書
体
や
運
筆
、
筆
勢
な
ど
の
要
素
に
確
か
な
違
い
が
認

め
ら
れ
る
。
遵
西
の
筆
だ
と
さ
れ
る
「
相
」
の
文
字
は
旁
の
部
分
が

手
篇
の
よ
う
な
形
に
く
ず
さ
れ
て
お
り
、
証
空
の
筆
だ
と
さ
れ
る

「
相
」
の
文
字
は
旁
の
部
分
が
行
書
体
、
篇
の
部
分
が
草
書
体
の
よ

う
な
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
基
本
的
な
草
書
体
の
形
で
あ
る
感
西

の
「
相
」
の
文
字
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

感
西
の
筆
跡
だ
と
さ
れ
る
「
相
」
の
文
字
が
「
可
有
師
資
相
承
」
の

中
の
「
相
」
の
文
字
と
最
も
似
通
っ
て
い
る
と
判
断
出
来
そ
う
で
あ

る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
も
し
「
可
有
師
資
相
承
」
の
六
文
字
を
感
西
の
筆
と
判
断

す
れ
ば
、
当
時
は
法
談
役
を
担
っ
て
い
た
感
西
が
遵
西
に
先
立
っ
て

「
九
丁
ウ
」
の
余
白
へ
追
記
の
指
示
を
書
き
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
は
現
在
「
廬
山
寺
本
」
撰
述
時
の
執
筆
状
況

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
直
牒
』
の
伝
承
と
若
干

矛
盾
す
る
。
伝
承
で
は
執
筆
役
が
遵
西
→
感
西
→
あ
る
人
（
証
空
）

→
感
西
の
順
番
で
交
代
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
遵
西
の
執
筆
中
に
感

西
が
筆
を
取
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い（

4
（

。

　

お
そ
ら
く
、
伝
承
は
あ
く
ま
で
も
大
ま
か
な
情
報
を
伝
え
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
附
随
す
る
細
か
な
情
報
は
そ
れ
が
削
ぎ
落
と

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
、
伝
承
に
は
な

い
執
筆
の
状
況
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る（

5
（

。

　

尚
、
見
方
に
よ
っ
て
は
「
相
」
の
文
字
す
ら
感
西
の
筆
跡
と
一
致

し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
の
場
合
は
遵
西
、
感
西
、
証
空
の
他
に
「
廬
山
寺
本
」
撰
述
の

場
に
い
た
人
物
、
つ
ま
り
法
然
（
6
（

が
直
接
、
筆
を
取
っ
て
「
可
有
師
資

相
承
」
の
六
文
字
を
記
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
だ
が
、
現
時
点

で
法
然
の
真
筆
だ
と
さ
れ
る
文
字
の
中
に
「
可
」、「
師
」、「
相
」
の

三
文
字
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
法
然
真
筆
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
検

討
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す

る
に
留
め
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
弟
子
達
が
法
然
畢
生
の
書
で
あ
る
『
選
択

集
』
の
本
文
へ
独
断
で
文
章
を
付
け
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
師
資
相
承
に
関
す
る
文
章
に
つ
い
て
は
法
然
の



─ （（（ ─

指
示
に
よ
っ
て
追
記
が
決
ま
り
、
感
西
か
法
然
が
「
可
有
師
資
相

承
」
の
文
字
を
記
し
た
後
、
遵
西
が
改
め
て
法
然
の
口
述
に
従
い
つ

つ
「
九
丁
オ
」
へ
裏
書
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
先
行
研
究
の
整
理

　

こ
こ
で
法
然
の
開
顕
し
た
師
資
相
承
論
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

に
ど
の
よ
う
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
整
理
し
て
み
た
い
。

　
（
１
）、「
廬
山
寺
本
」
の
推
敲
跡
に
注
目
し
た
論
考

　

第
一
に
、
藤
堂
恭
俊
氏
は
師
資
相
承
の
問
答
が
も
と
も
と
白
紙
頁

で
あ
っ
た
「
九
丁
オ
」
に
書
き
込
ま
れ
た
と
判
断
し
た
上
で
、

第
一
章
私
釈
段
に
師
資
相
承
説
を
追
加
挿
入
し
て
い
る
と
い
う

事
実
は
、
法
然
が
『
選
択
集
』
を
執
筆
す
る
当
初
に
お
い
て
、

そ
の
こ
と
を
言
及
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
法
然
が
『
選
択
集
』
執
筆
の
時
期
に
、

浄
土
宗
師
資
相
承
に
関
す
る
独
自
な
見
解
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
と
言
う
の
で
は
な
い（

7
（

。

と
「
九
丁
オ
」
に
見
ら
れ
る
問
答
が
何
時
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も

っ
て
書
き
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
断
定
を
避
け
つ

つ
、
法
然
が
提
唱
し
た
師
資
相
承
論
は
『
選
択
集
』
撰
述
よ
り
以
前

に
成
立
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
林
田
康
順
氏
は
上
述
し
た
よ
う
な
藤
堂
氏
の
指
摘
を
踏

ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

『
逆
修
説
法
』
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
い
偏
依
の
意
義
か
ら
遡
及

し
て
該
当
個
所
を
振
り
返
っ
た
時
、「
は
や
ま
っ
て
と
ば
し
」

た
と
す
る
見
方
よ
り
も
、「
撰
述
当
初
に
お
い
て
、
考
慮
に
入

れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
蓋
然
性
が
高
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ

う
。（
中
略
）
該
当
個
所
は
、（
中
略
）
偏
依
善
導
一
師
論
を
踏

ま
え
た
上
で
、
対
他
宗
の
立
場
か
ら
敢
え
て
施
さ
れ
た
推
敲
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

8
（

。

　

以
上
の
林
田
氏
の
言
及
は
法
然
が
当
初
、
師
資
相
承
に
関
す
る
文

章
を
第
一
章
段
の
説
示
と
し
て
考
慮
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
こ
と
を
初
め
て
明
確
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
研
究

の
立
場
か
ら
見
た
見
解
と
し
て
は
大
変
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
林

田
氏
の
見
解
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
師
資
相
承
の
推
敲
は
第
一
章
段

の
撰
述
終
了
後
、
い
ず
れ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
偏
依
善
導
一
師
論
を

踏
ま
え
て
対
他
宗
的
な
立
場
か
ら
施
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
よ
う（

9
（

。

　
（
２
）、
師
資
相
承
論
の
み
を
取
り
上
げ
た
論
考

　

管
見
の
限
り
、
前
項
で
整
理
し
た
論
考
以
外
に
も
師
資
相
承
論
に
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関
し
て
は
石
井
教
道
氏
、
香
月
乗
光
氏
、
山
本
仏
骨
氏
、
阿
川
文
正

氏
、
伊
藤
唯
真
氏
、
金
子
寛
哉
氏
、
日
野
崇
雄
氏
な
ど
が
議
論
を
展

開
し
て
い
る（

10
（

。

　

今
、
諸
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
お
い
て
示
し
て
い
る
内
容
を
概

観
す
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
法
然
の
相
承
観
に
は
変
遷
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
第
一
期
相
承
観

（
東
大
寺
に
お
い
て
浄
土
三
部
経
を
講
じ
た
頃
）
→
第
二
期
相
承

観
（
師
秀
へ
逆
修
法
会
を
実
施
し
た
頃
）
→
第
三
期
相
承
観
（
逆

修
法
会
の
後
半
か
ら
『
選
択
集
』
撰
述
ま
で
の
間
）
に
分
類
さ
れ

る
。

②
逆
修
法
会
が
行
わ
れ
た
頃
に
諸
宗
か
ら
非
難
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
そ
れ
を
受
け
て
法
然
は
浄
土
宗
の
師
資
相
承
論
を
表
面
化
さ

せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
中
国
浄
土
教
を
三
流
に
分
け
た
の
は
法
然
独
自
の
見
解
で
あ
る
。

④
『
選
択
集
』
で
は
六
大
徳
相
承
説
と
六
師
の
相
承
説
を
打
ち
出
し

て
い
る
。

⑤
『
類
聚
浄
土
五
祖
伝
』
の
内
容
は
『
逆
修
説
法
』
五
七
日
所
説
の

五
祖
説
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑥
善
導
を
中
心
と
し
た
捨
聖
帰
浄
の
系
譜
が
道
綽
・
善
導
流
の
師
資

相
承
論
で
あ
る
。

四
、
推
敲
跡
を
通
じ
た
一
考
察

　

で
は
以
上
の
整
理
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
法
然
は
何
故
「
九

丁
オ
」
に
師
資
相
承
の
問
答
を
追
記
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

先
ず
、
法
然
は
こ
の
推
敲
に
よ
っ
て
天
竺
→
震
旦
→
日
域
へ
と

『
選
択
集
』
に
お
い
て
開
顕
し
た
教
え
が
浄
土
宗
の
正
依
の
経
論
で

あ
る
三
経
一
論
を
媒
体
と
し
、
間
違
い
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ

と
を
強
固
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

先
学
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
法
然
の
師
資
相
承
観
に
は
確
か
な

変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
古
本
「
漢
語
灯
録
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
『
阿
弥
陀
経

釈
』
で
は
あ
る
も
の
の
浄
土
宗
に
相
承
血
脈
が
存
在
し
な
い
と
言
及

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず（

11
（

、『
逆
修
説
法
』
初
七
日
で
は
『
安
楽

集
』
及
び
他
の
文
献
を
参
考
に
し
な
が
ら
列
挙
し
た
で
あ
ろ
う
菩
提

流
支
以
下
、
少
康
に
到
る
ま
で
の
九
師
の
系
譜
を
具
体
的
に
示
し
（
1（
（

、

更
に
『
逆
修
説
法
』
五
七
日
に
お
い
て
は
九
師
の
次
第
を
敢
え
て
六

大
徳
相
承
と
所
謂
、
浄
土
五
祖
の
相
承
と
に
分
け
て
提
示
し
た
上
で
（
1（
（

、

「
廬
山
寺
本
」
第
一
章
段
に
至
っ
て
は
新
た
に
道
綽
・
善
導
流
を
含

む
三
つ
の
流
れ
を
設
け
、
浄
土
宗
の
師
資
相
承
に
つ
い
て
詳
し
く
述
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べ
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
『
逆
修
説
法
』
五
七
日
か
ら
「
廬
山
寺

本
」
ヘ
の
変
化
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た
場
合
、

「
廬
山
寺
本
」
で
は
浄
土
五
祖
の
系
譜
に
世
親
の
『
往
生
論
』
を
訳

し
た
天
竺
出
身
の
僧
で
あ
る
菩
提
流
支
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
出
来
る
。

　

お
そ
ら
く
法
然
は
震
旦
以
前
の
相
承
に
留
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
逆
修
説
法
』
五
七
日
の
時
点
と
は
多
少
異
な
っ
た
視
座
か
ら
道

綽
・
善
導
流
の
「
浄
土
六
祖
」
と
も
言
え
る
系
譜
を
「
廬
山
寺
本
」

で
は
組
み
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
法
然
は
こ
の
推
敲
に
よ
っ
て
「
善
導
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
第
一
章
段
に
登
場
さ
せ
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
を
中
心
と
し
た

第
一
章
段
の
教
判
論
と
経
論
や
善
導
の
著
作
を
中
心
と
し
た
第
二
章

段
以
降
の
内
容
に
確
か
な
連
続
性
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

第
一
章
段
の
内
容
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
実
は
「
九
丁
オ
」
に
裏

書
さ
れ
た
文
章
中
の
「
道
綽
善
導
等
」
の
「
善
導
」
が
第
一
章
段
に

お
け
る
「
善
導
」
と
い
う
言
葉
の
初
出
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
こ
れ
は
「
廬
山
寺
本
」
を
清
書
し
た
場
合
、「
善
導
」
と
い
う

言
葉
を
初
め
て
確
認
出
来
る
箇
所
が
師
資
相
承
の
問
答
に
他
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

偏
依
善
導
一
師
の
姿
勢
が
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
法
然
は

『
選
択
集
』
全
体
の
統
一
性
を
保
つ
べ
く
、
あ
え
て
善
導
を
中
心
と

し
た
師
資
相
承
に
つ
い
て
触
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
推
敲
跡
の
状
態
を
確
認
し
、
様
々
な
角
度
か

ら
師
資
相
承
論
を
検
討
し
た
先
行
研
究
を
概
観
し
た
上
で
、
法
然
が

師
資
相
承
の
文
章
を
追
記
し
た
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　

法
然
が
第
一
章
段
に
説
示
し
た
師
資
相
承
論
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
更
に
新
た
な
見
解
を
提
示
す
る
こ
と

が
出
来
た
と
考
え
る
。

　
「
廬
山
寺
本
」
に
遺
さ
れ
て
い
る
推
敲
跡
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る

が
、
今
後
と
も
更
に
研
究
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

　　
1　

基
本
的
に
異
体
字
は
正
字
体
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
常
用
漢
字
を

用
い
た
が
、
固
有
名
詞
に
関
し
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
ヒ
は
見
せ
消
ち

符
号
を
示
し
て
い
る
。
尚
、
重
ね
書
き
に
よ
っ
て
文
字
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

場
合
は
訂
正
後
の
文
字
を
翻
刻
し
た
。
ま
た
、
振
り
仮
名
と
考
え
ら
れ
る
小

文
字
は
そ
の
ま
ま
振
り
仮
名
と
し
て
扱
っ
た
が
、
読
み
方
を
指
示
し
て
い
る
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と
思
わ
れ
る
小
文
字
は
送
り
仮
名
と
し
て
扱
っ
た
。
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
（
一
〇

～
一
一
頁
、
文
化
書
院
、
一
九
九
九
）、
並
び
に
兼
岩
和
広
「『
選
択
集
』
の

成
立
史
的
研
究
」
付
録
資
料
「
廬
山
寺
本
」
翻
刻
（
二
三
～
二
四
頁
、
国
立

国
会
図
書
館
蔵
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

2　

兼
岩
和
広
「『
選
択
集
』
の
成
立
史
的
研
究
」（
八
七
頁
、
国
立
国
会
図
書

館
蔵
、
二
〇
〇
三
）。
尚
、（　

）
内
は
筆
者
の
補
筆
。

3　

上
田
良
準
「『
選
択
集
』
草
稿
本
第
三
筆
は
西
山
上
人
証
空
」（『
西
山
学

報
』
三
二
、
一
～
二
四
頁
、
一
九
八
四
）
参
照
。

4　
『
浄
全
』
七
・
五
四
七
上
参
照
。

5　

ち
な
み
に
、
師
資
相
承
の
問
答
が
裏
書
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
は
「
九
丁

オ
」
の
文
章
が
遵
西
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
感
西
が
「
可
有
師

資
相
承
」
の
六
文
字
を
記
し
て
い
た
と
し
て
も
、
指
示
以
降
（
第
二
章
段
冒

頭
）
か
ら
第
三
章
段
の
途
中
ま
で
遵
西
に
よ
っ
て
筆
が
取
ら
れ
て
い
た
時
と

推
測
さ
れ
よ
う
。

6　
『
浄
全
』
八
・
二
四
七
上
参
照
。

7　

藤
堂
恭
俊
「
選
択
本
願
念
仏
集　

解
題
」（『
重
要
文
化
財
廬
山
寺
蔵　

選

択
本
願
念
仏
集
〈
原
寸
原
装
版
〉』
二
八
頁
、
法
蔵
館
、
一
九
七
九
）。

8　

林
田
康
順
「
廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
に
お
け
る
偏
依
善
導
一
師
を
め
ぐ
る

推
敲
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
一
〇
、
四
三
～
四
四
頁
、
二
〇
〇
一
）。

9　

尚
、
堀
本
賢
順
氏
も
「
廬
山
寺
所
蔵
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
に
つ
い
て
」

（『
西
山
学
報
』
三
五
、
四
九
頁
、
一
九
八
七
）
に
お
い
て
「
九
丁
オ
～
九
丁

ウ
」
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
白
紙
頁
に
関
す
る
見
解
が
筆
者
と
異
な
る

た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
ま
た
、
宗
派
開
宗
の
た
め
に
師
資
相
承

の
問
答
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

兼
岩
和
広
「『
選
択
集
』
の
成
立
史
的
研
究
」（
一
四
八
～
一
五
一
頁
、
国
立

国
会
図
書
館
蔵
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

10　

石
井
教
道
「
法
然
上
人
の
相
承
観
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
七
、
一

～
四
頁
、
一
九
六
〇
）、
香
月
乗
光
「
法
然
上
人
に
お
け
る
相
承
説
の
問
題

―
特
に
「
浄
土
五
祖
相
承
説
」
の
成
立
に
つ
い
て
―
」（『
福
井
博
士
頌
寿
記

念　

東
洋
文
化
論
集
』
二
五
七
～
二
七
一
頁
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九

六
九
）、
山
本
仏
骨
「
法
然
上
人
の
相
承
論
」（『
真
宗
学
』
四
五
・
四
六
、

一
九
～
三
七
頁
、
一
九
七
二
）、
阿
川
文
正
「
師
資
相
承
と
浄
土
開
宗
に
関

す
る
一
考
察
」（『
小
沢
教
授
頌
寿
記
念　

善
導
大
師
の
思
想
と
そ
の
影
響
』

二
七
五
～
二
九
〇
頁
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
七
）、
伊
藤
唯
真
『
浄
土
宗

の
成
立
と
展
開
』（
八
二
～
八
四
頁
、
𠮷
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
）、
金
子
寛

哉
「「
浄
土
五
祖
」
に
つ
い
て
」（『
大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集　

仏
教
文
化
の
展
開
』
五
七
一
～
五
九
二
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
四
）、

日
野
崇
雄
「
浄
土
五
祖
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
四
五
、
一
五
三
～
一
六
六

頁
、
二
〇
〇
八
）
等
。

11　
『
昭
法
全
』
一
四
五
～
一
四
六
頁
（
古
本
「
漢
語
灯
録
」）
参
照
。

12　
『
昭
法
全
』
二
三
六
頁
（
古
本
「
漢
語
灯
録
」）
参
照
。

13　
『
昭
法
全
』
二
六
四
頁
（
古
本
「
漢
語
灯
録
」）
参
照
。

※
本
稿
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
（
原
本
写
真
版
、
文
化
書

院
、
一
九
九
九
）
を
使
用
し
た
。



─ 237 ─

は
じ
め
に

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
法
然
法
語
（
和
語
（
に
見
ら
れ
る

「
摂
取
不
捨
の
誓
ひ
」「
不
捨
の
誓
約
」
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
二
つ

の
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
奇
妙
」
と
い
う
の
は
、「
摂
取
不
捨
」

の
語
が
、『
観
無
量
寿
経
』
第
九
真
身
観
文
中
の
「
光
明
文
（
摂
益

文
（
1
（

（」
に
由
来
し
、「
誓
ひ
」「
誓
約
」
が
、『
無
量
寿
経
』
巻
上
に
説

か
れ
る
本
願
、
特
に
、「
念
仏
往
生
願（

（
（

」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
っ
て
、
互
い
に
典
拠
を
異
に
す
る
二
つ
の
概
念
が
、
直
結
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
説
明
が
、
法
然
自
身
に
よ
っ
て
十
分
に

な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、（
１
（
こ
れ
ら
の
表
現
に
直
接
関
係
す
る
二
つ

の
用
例
や
関
連
の
資
料
を
集
め
、（
２
（
こ
の
表
現
の
成
り
立
つ
文

献
的
、
教
理
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
然
の
念
仏

思
想
の
構
造
解
明
の
一
助
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
二
つ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
簡
単
に
報
告
し

て
お
り
、
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が（

（
（

、
こ
こ
で
は
そ
れ
を

大
幅
に
改
訂
・
敷
衍
し
た
形
で
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
方
の
ご

寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
。

（
一
）「
摂
取
不
捨
の
ち
か
ひ
」
の
用
例

　

第
一
の
用
例
、「
摂
取
不
捨
の
ち
か
ひ
」
は
、「
十
二
問
答
（
禅
勝

房
と
の
問
答
（」
の
第
一
問
答
（
4
（

に
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
八
宗
・
九

宗
と
は
別
に
浄
土
宗
の
名
を
立
て
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
と
の
非

難
が
当
た
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
、
浄
土
宗
が
他
の
宗
よ
り
勝
り
、
念

仏
が
他
の
行
よ
り
優
れ
て
い
る
の
は
、「
萬
機
ヲ
攝
ス
ル
方
ヲ
云
也
」

と
述
べ
た
上
で
、
道
綽
『
安
楽
集
』
の
「
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て

通
入
す
べ
き
路
な
り
」
に
つ
い
て
の
法
然
独
自
の
解
釈
（
5
（

を
援
用
し
、

法
然
法
語
に
お
け
る
「
摂
取
不
捨
の
ち
か
ひ
」「
不
捨
の
誓
約
」

本　

庄　

良　

文



─ 238 ─

「
萬
機
」
を
具
体
的
に
説
明
し
て
、（
１
（
時
に
つ
い
て
は
末
法
万
年

の
後
ま
で
、（
２
（
罪
（
機
（
に
つ
い
て
は
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
ま

で
、
と
し
た
あ
と
、「
老
少
男
女
ノ
輩
、
一
念
十
念
ノ
タ
ク
ヒ
ニ
至

ル
マ
テ
皆
是
摂
取
不
捨
ノ
願
（
6
（

ニ
コ
モ
レ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
そ
の
よ
う
な
、「
万
機
」
が
摂
取
不
捨
の
願
に
包
摂
さ
れ
る

（
救
済
さ
れ
る
（
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
二
）「
不
捨
の
誓
約
」
の
用
例

　

第
二
の
用
例
、「
不
捨
の
誓
約
」
は
、「
念
仏
往
生
要
義
抄
（
7
（

」
の
一

節
に
現
れ
る
。
そ
の
用
例
の
直
前
で
は
、「
最
後
（
臨
終
（
の
念
仏

と
、
平
生
の
念
仏
と
、
ど
ち
ら
が
勝
れ
て
い
る
の
か
」、
と
の
問
い

に
、「
両
者
に
区
別
は
な
い
」
と
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
い

で
以
下
の
問
答
が
続
く
。

問
て
い
は
く
、
攝
取
の
益
を
か
う
ぶ
る
事
は
、
平
生
か
臨
終
か
、

い
か
む
。
答
て
い
は
く
、
平
生
の
時
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
往

生
の
心
ま
事
に
て
、
我
が
身
を
う
た
が
ふ
事
な
く
て
、
来
迎
を

待
つ
人
は
、
こ
れ
三
心
具
足
の
念
佛
申
す
人
な
り
。
こ
の
三
心
、

具
足
し
ぬ
れ
ば
か
な
ら
ず
極
樂
に
う
ま
る
と
い
ふ
事
は
、
觀
經

の
説
な
り
。
か
ゝ
る
心
ざ
し
あ
る
人
を
、
阿
彌
陀
佛
は
、
八
萬

四
千
の
光
明
を
は
な
ち
て
て
ら
し
給
ふ
也
。
平
生
の
時
て
ら
し

は
じ
め
て
最
後
ま
で
捨
て
給
は
ぬ
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
不
捨

の
誓
約
と
申
候
也
。

　

こ
こ
で
は
、「
摂
取
の
益
を
蒙
る
の
は
、
平
生
か
、
臨
終
か
」
と

の
問
い
に
「
平
生
の
時
で
あ
る
。
三
心
具
足
の
、
往
生
す
べ
き
人
を

阿
弥
陀
佛
は
平
生
か
ら
臨
終
ま
で
光
明
に
よ
っ
て
照
ら
す
」
と
述
べ
、

「
か
る
が
ゆ
へ
に
不
捨
の
誓
約
と
申
候
也
」
と
し
て
い
る
。
一
読
し

た
だ
け
で
は
、「
か
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
わ
れ
る
論
理
的
必
然
性
が

理
解
し
に
く
い
が
、
三
心
具
足
の
念
仏
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
ご

と
く
、『
観
経
』（
上
品
上
生
（
の
経
句
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
第
十

八
願
の
「
至
心
（
至
誠
心
（
信
楽
（
深
心
（
欲
生
我
国
（
廻
向
発
願

心
（」
の
箇
所
に
込
め
ら
れ
た
趣
旨
で
も
あ
る（

8
（

の
で
、「
第
十
八
願
の

本
意
に
従
っ
て
、
三
心
具
足
の
念
仏
を
続
け
る
人
に
は
、
平
生
か
ら

臨
終
に
至
る
ま
で
阿
弥
陀
仏
が
光
明
を
照
ら
し
続
け
て
利
益
を
与
え
、

捨
て
去
る
こ
と
が
な
い
。《
か
る
が
ゆ
へ
に
》、
念
仏
往
生
の
本
願
を
、

不
捨
の
誓
約
と
も
呼
ぶ
」
と
の
主
意
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

（
三
）
光
明
文
と
本
願
文
と
を
直
結
さ
せ
る
善
導
『
往
生

礼
讃
偈
』
弥
陀
礼
讃
の
偈

　

こ
の
よ
う
に
法
然
の
法
語
に
は
、
光
明
文
（
摂
益
文
（
を
、
念
仏

往
生
の
本
願
と
直
結
し
、
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
見
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
立
場
を
可
能
に
す
る
根
拠
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
参

考
に
な
る
の
が
、
第
三
の
資
料
、「
大
胡
の
太
郎
實
秀
が
妻
室
の
も

と
へ
つ
か
は
す
御
返
事
（
9
（

」
の
一
節
で
あ
る
。

　

こ
の
資
料
は
、
実
秀
（
の
妻
（
か
ら
の
念
仏
に
つ
い
て
の
質
問
に

答
え
て
、
そ
の
謂
れ
を
説
き
、
極
楽
往
生
の
た
め
に
は
念
仏
を
最
優

先
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
る
消
息
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
先
の
「
十
二

問
答
」
で
用
い
ら
れ
た
、『
安
楽
集
』
の
「
通
入
」
に
つ
い
て
の
道

理
を
、「
三
寳
滅
盡
の
と
き
な
り
と
い
へ
と
も
、
一
念
す
れ
ハ
な
を

往
生
す
。
五
逆
深
重
の
人
な
り
と
い
へ
と
も
、
十
念
す
れ
ハ
往
生

す
」
と
述
べ
、
三
宝
流
布
の
世
に
生
れ
、
五
逆
を
犯
し
て
お
ら
れ
な

い
あ
な
た
で
あ
る
か
ら
、「
往
生
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
」
と
激
励
し

て
い
る
。
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る（

10
（

。

又
『
觀
無
量
壽
經
』
に
い
は
く
、
一
々
光
明
遍
照
、
十
方
世
界
、

念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。
已
上
。
こ
れ
は
光
明
、
た
ゝ
念
佛
の
衆

生
を
て
ら
し
て
、
よ
の
一
切
の
行
を
ハ
て
ら
さ
す
と
い
ふ
な
り
。

た
ゝ
し
よ
の
行
を
し
て
も
、
極
樂
を
ね
か
は
ハ
ゝ
、
仏
の
光
て

ら
し
て
攝
取
し
給
へ
し
。
い
か
ゝ
た
ゝ
念
仏
の
も
の
は
か
り
を

ゑ
ら
ひ
て
て
ら
し
給
へ
る
や
。
善
導
和
尚
、
尺
し
て
の
給
ハ
く
、

彌
陀
身
色
如
金
山
、
相
好
光
明
照
十
方
。
唯
有
念
佛
蒙
光
攝
、

當
知
本
願
最
爲
強　

已
上
。
念
佛
ハ
こ
れ
彌
陀
の
本
願
の
行
な

る
か
ゆ
へ
に
、
成
佛
の
光
明
、
か
へ
り
て
本
地
の
誓
願
を
て
ら

し
給
也
（
11
（

。
餘
行
は
こ
れ
本
願
に
あ
ら
さ
る
か
ゆ
へ
に
、
成
佛
の

光
明
、
き
ら
ひ
て
て
ら
し
給
は
さ
る
な
り
。
今
極
樂
を
求
め
む

人
ハ
、
本
願
の
念
佛
を
行
し
て
、
攝
取
の
光
に
て
ら
さ
れ
ん
と

思
食
す
べ
し
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
念
仏
大
切
に
候
。
よ
く
よ
く

申
さ
せ
給
へ
し
。

　

こ
の
一
節
で
は
、
光
明
文
を
引
用
し
て
、「
な
ぜ
念
仏
者
の
み
を

光
明
が
照
ら
す
か
」
と
問
い
か
け
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
日
中
礼
讃

中
の
、
弥
陀
礼
讃
の
偈
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
確
か
に
「
唯

有
念
佛
蒙
光
攝
」
と
あ
っ
て
、
念
仏
す
る
者
だ
け
が
光
の
摂
益
を
蒙

る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
続
け
て
、「
当
に
知
る
べ
し
、
本
願
最

も
強
き
を
」
と
明
言
し
て
、「
光
明
摂
取
」
と
「
念
仏
往
生
の
本
願
」

と
が
直
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
念
佛
ハ
こ
れ
彌
陀
の
本
願
の
行
な
る
が
ゆ
へ
に
、

…
…
成
仏
の
光
明
、
き
ら
ひ
て
て
ら
し
給
は
さ
る
な
り
」
に
つ
い
て

は
、
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、「
成
仏
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏

の
光
明
が
、
か
え
っ
て
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
を
照
ら
す
」
と
い
う
表
現

は
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
四
）
仏
が
過
去
に
立
て
た
誓
願
を
思
い
起
す

　

結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
も
し
こ
の
ま
ま
直
訳
す
る
と
す
れ
ば
、

「
成
仏
さ
れ
た
後
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
成
仏

さ
れ
る
以
前
の
念
仏
往
生
の
誓
願
を
照
ら
さ
れ
る
」
と
す
る
以
外
に

な
く
、
意
味
を
理
解
し
に
く
い
が
、
背
後
の
意
味
を
取
る
と
す
れ
ば
、

「
阿
弥
陀
仏
は
、
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
立
て
た
念
仏
往
生
の
本

願
を
思
い
起
し
、
念
仏
者
を
照
ら
し
て
救
い
取
る
」
の
よ
う
に
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る（

1（
（

。

　

そ
の
根
拠
は
、
法
然
『
逆
修
説
法
』「
二
七
日
」
の
記
述
で
あ
る（

1（
（

。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、「
念
仏
往
生
の
、
諸
行
往
生
に
勝
る
こ
と

多
義
あ
り
」
と
し
て
（
１
（「
因
位
本
願
」、（
２
（「
光
明
摂
取
」、

（
３
（「
弥
陀
自
言
」、（
４
（「
釈
迦
付
属
」、（
５
（「
諸
仏
証
誠
」、

（
６
（「
法
滅
往
生
」
と
い
う
六
箇
条
を
挙
げ
る
う
ち
、
第
二
に
い
う
。

二
つ
に
は
光
明
摂
取
な
り
。
此
れ
は
是
れ
、
阿
弥
陀
佛
、
因
位

の
本
願
を
還
念
し
て
、
相
好
の
光
明
を
以
て
念
仏
の
衆
生
を
摂

取
し
、
捨
て
た
ま
は
ず
し
て
往
生
せ
し
め
た
ま
ふ
な
り
。
余
行

の
者
を
摂
取
し
た
ま
は
ず（

14
（

。

　

こ
こ
で
も
、「
阿
弥
陀
仏
が
、
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
に
建
て

た
念
仏
往
生
の
本
願
を
思
い
起
し
、
念
仏
す
る
衆
生
を
光
明
に
よ
っ

て
救
済
さ
れ
、
お
捨
て
に
な
ら
ず
、
往
生
せ
し
め
ら
れ
る
（
趣
意
（」

と
あ
っ
て
、
光
明
摂
取
と
本
願
と
が
直
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
選
択
集
』
第
七
章
私
釈
段
で
も
、「
弥
陀
の
光
明
が
念
仏

者
の
み
を
照
ら
し
、
他
の
行
者
を
照
ら
さ
な
い
の
は
な
ぜ
か
」
と
設

問
し
て
、
第
一
に
親
縁
等
の
三
義
（
親
縁
・
近
縁
・
増
上
縁
（
に
よ

る
こ
と
を
述
べ
、
第
二
に
、「
念
仏
以
外
の
行
は
本
願
の
行
で
は
な

い
。
ゆ
え
に
光
明
は
行
者
を
照
ら
さ
な
い
。
念
仏
は
本
願
の
行
で
あ

る
。
ゆ
え
に
行
者
を
照
ら
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
善
導
和
尚
の
六
時
礼

讃
に
は
、《
弥
陀
身
色
》
云
々
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
（
趣
意
（」
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
明
摂
取
と
本
願
と
が
直
結
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
「
直
結
」
の
根
拠
に
弥
陀
礼
讃
の
偈
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
で
、

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
法
語
と
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
弥
陀
の
光
明
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る

三
縁
の
う
ち
の
「
増
上
縁
」
が
、「
衆
生
称
念
す
れ
ば
、
す
な
は
ち

多
劫
の
罪
を
除
く
。
命
終
ら
ん
と
欲
す
る
時
、
仏
、
聖
衆
と
と
も
に

自
ら
来
り
て
迎
接
し
た
ま
ふ
。
諸
の
邪
業
繋
、
能
く
礙
ふ
る
者
無

し
」
と
し
て
、
臨
終
来
迎
ま
で
の
利
益
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
善
導
の
増
上
縁
解
釈
が
、『
逆
修
説
法
』
の
一
節
で
、
光
明
摂

取
が
「
往
生
せ
し
め
た
ま
ふ
」
利
益
ま
で
も
含
む
と
す
る
根
拠
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
選
択
集
』
で
は
、「
成
仏
の
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光
明
が
本
地
の
誓
願
を
照
ら
す
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
ま
で
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
。

（
五
）「
仏
・
菩
薩
が
因
位
の
誓
願
を
還
念
す
る
」

　
『
逆
修
説
法
』
の
叙
述
に
よ
り
、
法
然
に
と
っ
て
、「
阿
弥
陀
仏
が

念
仏
の
衆
生
を
光
明
に
よ
っ
て
利
益
す
る
の
は
、
菩
薩
で
あ
っ
た
と

き
の
誓
願
を
還
念
す
る
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
以
下
に
報
告
し
た
い
。

　

第
一
は
、
恵
心
僧
都
源
信
の
『
普
賢
講
作
法
』
冒
頭
、
勧
請
の
段

に
、
菩
薩
等
が
「
還
念
本
誓
来
影
向
」
す
る
よ
う
に
願
う
箇
所
が
あ

る
と
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る（

15
（

。

至
心
勸
請
盧
舍
那　

千
花
葉
上
釋
迦
尊　

十
方
三
世
諸
善
逝

摩
訶
方
廣
佛
華
嚴　

隨
機
差
別
無
盡
教　

普
賢
文
殊
阿
逸
多

徳
雲
海
雲
善
財
等　

自
界
他
方
諸
大
士　

身
子
目
連
賢
聖
衆

七
處
八
會
諸
聖
衆　

還
念
本
誓
來
影
向　

證
知
證
誠
講
演
事
（
16
（
　

（【
試
訳
】
至
心
に
勧
請
い
た
し
ま
す
。
盧
舎
那
仏
と
、
千
の
花
弁
の

上
な
る
釈
尊
と
、
十
方
三
世
の
諸
善
逝
と
（
仏
宝
（、
偉
大
な
る
方

広
仏
華
厳
経
と
、
機
類
に
応
じ
て
区
別
の
あ
る
無
尽
の
教
え
と
（
法

宝
（、
普
賢
・
文
殊
・
弥
勒
・
徳
雲
・
海
雲
・
善
財
等
の
、
娑
婆
世

界
と
他
方
世
界
と
の
諸
の
菩
薩
大
士
と
、
身
子
目
連
諸
賢
聖
衆
、
七

処
・
八
会
の
諸
聖
衆
（
僧
宝
（
は
、
過
去
の
誓
願
を
思
い
起
し
、
来

た
っ
て
姿
を
お
現
し
に
な
り
、
私
が
普
賢
の
十
大
願
を
説
く
経
を
講

義
す
る
仏
事
を
お
知
り
に
な
り
、
そ
の
正
し
さ
を
保
証
し
て
く
だ
さ

い
。（　

　

と
り
わ
け
、「
過
去
の
誓
願
を
思
い
返
す
」
と
い
う
表
現
に
お
け

る
「
還
念
」
の
用
例
は
、『
逆
修
説
法
』
の
「
還
念
」
の
原
拠
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
思
想
背
景
を
考
え
る
に
当
り
特
に
重
要
と

思
わ
れ
る
。

　

第
二
は
、「
還
念
」
と
い
う
表
現
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
法

然
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
文
学
作
品
『
閑
居
友
』
の
著
者
が
、
仏
、
菩
薩

に
向
っ
て
、「
仏
が
、
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
の
ご
自
身
の
誓
願
を
思

い
起
し
て
自
分
た
ち
を
憐
れ
ん
で
ほ
し
い
」
と
祈
願
す
る
、
以
下
の

よ
う
な
表
現
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

17
（

。

願
は
く
は
、
釈
迦
如
来
、
阿
弥
陀
佛
、
す
べ
て
は
四
方
の
仏
た

ち
、
昔
の
誓
ひ
お
か
へ
り
み
て
、
哀
れ
み
を
下
し
給
へ
と
也
。

　

第
三
は
、
そ
の
観
点
か
ら
仏
典
を
検
索
す
る
と
、
多
数
の
「
還
念

本
誓
」
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
正
新
修
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
検
索
に
よ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
四
二
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
み
な
平
安
時
代
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以
降
の
日
本
の
著
作
の
例
で
あ
る
。「
還
念
本
誓
」
す
る
主
体
と
し

て
は
、
諸
仏
、
諸
菩
薩
、
諸
天
、
阿
羅
漢
、
明
王
、
一
切
三
宝
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

18
（

。

（
六
）
ま
と
め

　

以
上
の
調
査
お
よ
び
考
察
に
よ
っ
て
、
以
下
の
結
論
を
導
き
出
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
法
然
は
、『
観
経
』
真
身
観
の
光
明
文
と
、『
無
量
寿
経
』
第
十

八
念
仏
往
生
の
本
願
と
を
一
体
の
も
の
と
見
な
し
、「
摂
取
不

捨
の
誓
ひ
」「
不
捨
の
誓
約
」
と
呼
ん
だ
。

②
法
然
は
、
光
明
文
と
第
十
八
念
仏
往
生
の
本
願
と
を
一
体
の
も

の
と
見
な
す
教
理
的
根
拠
を
、
善
導
『
往
生
礼
讃
偈
』
中
、
日

中
礼
讃
の
弥
陀
讃
歎
の
偈
に
求
め
た
。

③
法
然
は
、「
阿
弥
陀
仏
は
、
念
仏
す
る
衆
生
に
光
を
当
て
る
が
、

そ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
の
本
願
を
還
念
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
。

④
法
然
は
、『
選
択
集
』
第
七
章
に
お
い
て
、
光
明
摂
取
の
内
容

を
、
善
導
の
解
釈
に
よ
り
、
三
縁
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
、
念
仏
者
を
、
最
後
臨
終
に
お
い
て
往
生
せ
し
め
る
働
き

ま
で
を
も
考
慮
に
入
れ
て
い
た
。

⑤
仏
・
菩
薩
に
対
し
、「
過
去
の
誓
願
を
思
い
起
し
、
憐
れ
み
を

垂
れ
よ
」
と
祈
願
す
る
発
想
が
、
平
安
時
代
以
降
の
多
数
の
日

本
の
仏
教
者
に
共
通
に
見
ら
れ
る
。
法
然
の
念
仏
思
想
の
背
景

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
の
関
連
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
七
）
付
論

―
恵
谷
隆
戒
『
新
浄
土
宗
辞
典
改
訂
版
』

　

恵
谷
隆
戒
『
新
浄
土
宗
辞
典
改
訂
版
』
に
は
、
本
稿
の
標
題
と
は

や
や
表
現
が
異
な
る
「
不
捨
の
誓
願
」
の
項
が
あ
る（

19
（

。
解
説
本
文
は

以
下
の
通
り
。

念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
誓
わ
れ
た
第
十
八
願
の
異
名
。
阿
弥
陀

仏
の
第
十
八
願
に
は
念
仏
往
生
を
誓
わ
れ
て
、「
若
不
生
者
不

取
正
覚
」
と
誓
願
せ
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
か
く
い
う

　

書
物
の
性
格
上
、
典
拠
や
証
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
こ
の
記

述
の
当
否
を
確
か
め
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
疑
問
が
あ
る
。

第
一
に
、
第
十
八
願
を
「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
誓
わ
れ
た
」
と
あ

る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
文
言
は
『
観
経
』
第
九
「
真
身
観

文
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、
第
十
八
願
に
は
な
い
。「「
若
不
生
者
不
取

正
覚
」
と
誓
願
せ
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
か
く
い
う
」
と
あ
る
が
、「
ゆ

え
に
」
と
云
わ
れ
る
因
果
関
係
が
理
解
し
に
く
い
。
今
回
論
じ
た
よ
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う
に
、
善
導
の
礼
讃
に
「
唯
有
念
佛
蒙
光
攝
、
當
知
本
願
最
爲
強
」

と
あ
っ
て
、
光
明
文
と
念
仏
往
生
の
本
願
と
を
直
結
す
る
善
導
の
立

場
を
、
法
然
が
敷
衍
し
た
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
た
、

と
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

1　
『
浄
全
』
一
・
四
四
頁
。

2　
『
浄
全
』
一
・
一
七
頁
。

3　

本
庄
良
文
・
中
御
門
敬
教
・
伊
藤
茂
樹
・
齋
藤
蒙
光
「『
法
然
上
人
の
お

言
葉
―
元
祖
大
師
御
法
語
―
』
解
釈
上
の
諸
問
題
」（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研

究
所
編
『
八
百
年
遠
忌
記
念
法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
総
本
山
知
恩
院
、
二

○
一
三
年
）
二
四
四
―
二
四
七
頁
。
こ
の
論
文
は
、
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究

所
の
メ
ン
バ
ー
が
『
法
然
上
人
の
お
言
葉
―
元
祖
大
師
御
法
語
―
』（
総
本

山
知
恩
院
布
教
師
会
、
二
○
一
二
年
）
の
編
集
に
携
わ
っ
た
機
会
に
気
づ
い

た
問
題
点
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
行
部
数
が
三
百
部
程
度
と
少
な
く
、

研
究
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
か
と
危
惧
し
て
、
今
回
こ
の
よ

う
な
形
で
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
稿
執
筆
の
背
景
と
し
て
更
に
二
点
が

あ
る
。
第
一
は
、
佛
教
大
学
大
学
院
（
当
時
）
大
谷
旭
充
氏
が
修
士
論
文
で

法
然
上
人
の
念
仏
思
想
解
明
に
取
り
組
み
、
本
稿
で
取
り
扱
う
二
つ
の
表
現

お
よ
び
そ
の
内
容
が
、
法
然
の
念
仏
思
想
の
根
幹
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
わ

た
く
し
（
た
ち
）
が
大
谷
氏
の
研
究
以
前
に
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
ど
の
あ

た
り
ま
で
の
認
識
を
得
て
い
た
か
を
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
を
感
じ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
は
、
辞
典
等
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
り
、
昨
年

発
刊
さ
れ
た
、
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』

（
浄
土
宗
、
二
○
一
六
年
）
に
お
い
て
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

4　
『
昭
法
全
』
六
三
三
頁
、『
四
十
八
巻
伝
』
四
五
巻
（『
浄
土
宗
聖
典
』
六

九
四
頁
）、『
法
然
上
人
の
お
言
葉
―
元
祖
大
師
御
法
語
―
』
前
篇
第
八
章
二

七
頁
。

5　
『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、「
願
ニ
」
の
代
り
に
「
ち
か
ひ
に
」。

6　

法
然
は
、「
唯
有
淨
土
一
門
、
可
通
入
路
（
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
有
り

て
通
入
す
べ
き
路
な
り
）」（『
浄
全
』
一
、
六
九
三
頁
上
五
～
六
行
）
に
つ

い
て
、
五
逆
の
罪
人
よ
り
善
人
に
至
る
ま
で
「
広
く
通
ず
」
と
釈
し
、
末
法

万
年
の
後
、
百
年
先
ま
で
「
遠
く
通
ず
」
と
し
て
い
る
。「
往
生
大
要
抄
」

（『
昭
法
全
』
四
九
頁
十
八
行
～
五
○
頁
八
行
）、
石
井
教
道
『
選
択
集
全
講
』

二
七
頁
等
参
照
。
つ
ま
り
、
第
十
八
念
仏
往
生
の
本
願
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、『
選
択
集
』
に
お
い
て
、
五
逆
の
罪
人
に
至
る
ま

で
が
、
遠
く
末
法
万
年
の
あ
と
百
年
間
ま
で
、
念
仏
往
生
が
叶
う
と
さ
れ
る

こ
と
）
が
、
こ
の
資
料
で
は
、
浄
土
門
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。

7　
『
昭
法
全
』
六
八
七
頁
、『
法
然
上
人
の
お
言
葉
―
元
祖
大
師
御
法
語
―
』

後
篇
第
二
十
五
章
、
一
六
一
頁
。

8　
「
要
義
問
答
」
第
九
問
答
（『
昭
法
全
』
六
二
六
頁
三
～
五
行
）
に
、「
阿

彌
陀
佛
ノ
本
願
ノ
文
ニ
設
我
得
佛
十
方
衆
生
至
心
信
樂
欲
生
我
國
乃
至
十
念
、

若
不
生
者
不
取
正
覺
ト
イ
フ
。
コ
ノ
文
ニ
至
心
ト
イ
フ
ハ
、
觀
經
ニ
ア
カ
ス

ト
コ
ロ
ノ
三
心
ノ
中
ノ
至
誠
心
ニ
ア
タ
レ
リ
。
信
樂
ト
イ
フ
ハ
、
深
心
ニ
ア

タ
レ
リ
」
と
あ
る
。

9　
『
昭
法
全
』
五
一
○
頁
、『
四
十
八
巻
伝
』
二
五
巻
、『
法
然
上
人
の
お
言

葉
―
元
祖
大
師
御
法
語
―
』
前
篇
第
二
六
章
。

9　
『
昭
法
全
』
五
○
七
～
五
一
四
頁
。

10　
『
昭
法
全
』
は
『
西
方
指
南
抄
』
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

『
四
十
八
巻
伝
』（
巻
二
十
五
）
に
依
る
。

11　

親
鸞
書
写
（
あ
る
い
は
編
集
）
の
『
西
方
指
南
抄
』
の
本
文
は
、「
成
仏

ノ
光
明
カ
ヘ
テ
本
地
ノ
誓
願
ヲ
信
ス
ル
眞
實
信
心
ヲ
エ
タ
ル
信
者
ヲ
テ
ラ
シ
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タ
マ
フ
ナ
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。（『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
五
一
○
～

五
一
一
頁
）
意
味
が
取
り
や
す
い
が
、
逆
に
、
理
解
し
に
く
い
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
改
変
し
た
結
果
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
つ

の
理
由
で
真
宗
ら
し
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
第
一
の
理
由
は
、
善
導
の
釈
お
よ

び
法
然
の
文
脈
で
は
、
光
明
摂
取
の
条
件
を
、「
念
仏
」
に
求
め
て
い
る
の

に
、
親
鸞
書
写
本
で
は
、「
信
心
」
に
求
め
て
い
る
。
第
二
の
理
由
は
、
法

然
が
、
信
と
行
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
信
の
み
を
重
視
す

る
立
場
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。

12　

知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
編
集
委
員
会
『
法
然
上
人
の
お
言
葉
―
元
祖
大

師
御
法
語
―
』
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
、
八
一
頁
訳
注（
６
）参
照
。

13　
『
昭
法
全
』『
法
然
聖
人
御
説
法
事
』
一
八
四
頁
三
～
一
八
五
頁
四
行
、
古

本
系
『
逆
修
説
法
』
二
四
四
頁
九
行
～
二
四
五
頁
二
行
。
眞
柄
和
人
『
傍
訳

逆
修
説
法
』
四
季
社
、
上
巻
一
八
五
～
一
八
六
頁
参
照
。

14　
『
法
然
上
人
御
説
法
事
』
で
「
阿
彌
陀
佛
因
位
ノ
本
願
ヲ
稱
念
シ
テ
」
と

な
っ
て
い
る
の
は
「
還
念
」
の
表
現
が
書
写
者
を
戸
惑
わ
せ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』、『
四
十
八
巻
伝
』（
巻
二
十
五
）
等

の
法
語
に
見
え
る
「
か
へ
り
て
」（『
昭
法
全
』
五
一
○
頁
脚
注（
66
））
は

「
還
念
」
の
字
を
保
証
す
る
。

15　

同
朋
舎
出
版
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
五
巻
五
一
九
頁
。
中
御
門
敬
教
氏
の

示
教
に
よ
る
。
中
御
門
敬
教
「
楞
厳
院
僧
源
信
の
華
厳
浄
土
義
『
普
賢
講
作

法
』

―
『
往
生
要
集
』
と
の
接
点

―
」『
淨
土
宗
學
研
究
』
第
三
三
号
、

二
○
○
六
年
、
一
八
頁
、
三
八
頁
註
一
六
参
照
。

16　

文
字
デ
ー
タ
は
、http://w

w
w

.f.w
aseda.jp/guelberg/koshiki/

kdb/095/honkoku.htm

よ
り
拝
借
し
た
。
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。

17　
『
閑
居
友
』
下
巻
。
一
二
一
六
年
執
筆
開
始
、
一
二
二
二
年
完
成
と
さ
れ

て
い
る
。
小
泉
弘
他
編
『
宝
物
集�

閑
居
友�

比
良
山
古
人
霊
記
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
、
四
五
二
頁
参
照
。

18　

こ
こ
で
は
若
干
の
用
例
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
順
次
、
著
者
・
著

作
名
・
大
正
蔵
文
献
番
号
・
箇
所
・
著
者
が
「
還
念
本
誓
」
を
乞
う
相
手
を

列
挙
す
る
。
み
な
平
安
時
代
以
降
の
日
本
の
著
作
で
あ
る
。

・
空
海
『
法
華
経
解
題
』、T

.�2190　

五
六
・
一
八
○
頁
上
：
釈
迦
等
諸

仏
・
菩
薩
・
声
聞
・
諸
天
等

・
実
範
『
東
大
寺
戒
壇
院
受
戒
式
』、T

.�2350�

七
四
・
二
七
頁
下
：
釈

迦
・
波
羅
提
木
叉
・
豆
田
耶
等
聖
衆

・
惠
光
『
唐
招
提
寺
戒
壇
別
受
戒
式
』T

.�2351�

七
四
・
三
四
頁
中
：
三
世

仏
・
釈
尊
・
豆
田
耶
等
諸
菩
薩

・
最
澄
『
法
華
長
講
会
式
』、T

.�2363.

七
四
・
二
四
八
頁
中
：
釈
迦
等
諸

仏
・
菩
薩
・
声
聞
・
諸
天
等

・
静
然
『
行
林
鈔
』、T

.�2409.

七
六
・
八
五
頁
上
等
十
六
例
：
一
切
如

来
・
八
大
菩
薩
・
明
王
・
天
・
一
切
三
宝

19　

恵
谷
隆
戒
『
新
浄
土
宗
辞
典
改
訂
版
』（
昭
和
五
十
三
年
、
隆
文
館
）
六

六
三
頁
。
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
西
本
明
央
氏
の
教
示
に
あ
ず
か
っ
た
。

付
記
：
学
会
発
表
の
折
、
吉
水
岳
彦
氏
よ
り
、
善
導
著
作
に
お
け
る
「
還
念
」

を
除
外
し
た
理
由
に
つ
い
て
ご
質
問
を
受
け
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
た
い
。

善
導
『
法
事
讃
』
に
見
え
る
「
還
念
」
の
用
例
は
、「
弘
誓
多
門
四
十
八
、

偏
標
念
佛
最
爲
親
、
人
能
念
佛
佛
還
念
、
專
心
想
佛
佛
知
人
」（『
選
択
集
』

第
六
章
に
引
用
あ
り
）
と
あ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
者
と
の
間
に
成

立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
問
題
に
し
た
、「
仏
・
菩
薩
が
、
過
去
の

誓
願
を
思
い
起
す
」
と
い
う
文
脈
と
は
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て

除
外
し
た
。
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は
じ
め
に

　
『
釈
氏
六
帖
』
は
後
周
の
義
楚
（
？
～
九
六
八
～
？
）
に
よ
っ
て

顕
徳
元
年
（
九
五
四
）
に
編
纂
さ
れ
た
仏
教
類
書
で
あ
る
が
、
編
者

の
名
か
ら
『
義
楚
六
帖
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
書
だ
け
で
は
な
く

仏
教
類
書
は
そ
の
編
纂
さ
れ
て
時
代
の
仏
教
を
知
る
重
要
史
料
で
あ

り
、
そ
の
編
纂
に
関
し
て
多
く
の
典
籍
が
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
中

に
古
逸
書
や
現
存
本
の
異
本
な
ど
を
含
ん
で
い
る
事
か
ら
も
注
目
す

べ
き
資
料
だ
と
い
え
る
。

　

し
か
し
本
書
は
先
行
す
る
仏
教
類
書
で
あ
る
『
経
律
異
相
』、『
法

苑
珠
林
』、『
諸
経
要
集
』
が
入
蔵
さ
れ
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い

る
事
に
対
し
て
入
蔵
さ
れ
た
事
が
な
い
。
ま
た
、
後
の
仏
教
類
書
で

あ
る
『
釈
氏
要
覧
』
が
江
戸
時
代
に
た
び
た
び
開
版
印
行
さ
れ
、
大

正
蔵
に
所
載
さ
れ
た
事
に
対
し
て
、
本
書
は
大
正
蔵
に
も
所
載
さ
れ

る
事
が
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
は
『
法
苑
珠
林
』
の
よ
う
な
大
部
な
も
の
や
『
釈
氏
要
覧
』

の
よ
う
な
小
部
の
も
の
に
対
し
て
、
本
書
は
六
帖
と
い
う
書
名
が
示

す
よ
う
に
元
は
六
冊
本
で
あ
り
、
百
科
辞
典
的
な
大
部
な
も
の
や
、

小
辞
典
的
な
小
部
な
も
の
に
対
し
て
中
辞
典
的
の
も
の
で
あ
っ
た
事

が
そ
の
原
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

本
書
が
編
纂
さ
れ
た
と
き
六
冊
本
で
あ
っ
た
も
の
が
、
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
、
中
国
に
於
い
て
そ
の
各
巻
を
二
分
し
、
十
二
巻
本
と

な
り
、
日
本
に
於
い
て
更
に
各
巻
を
二
分
し
た
二
十
四
巻
本
と
な
っ

た
。
六
冊
本
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
十
二
巻
本
と
二
十
四
巻
本
が
現

存
し
て
い
る
。

　

本
書
を
み
て
い
く
場
合
、
現
存
す
る
最
古
の
十
二
巻
本
、
東
福
寺

所
蔵
の
宋
版
本
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
当
初
現
物
を
み
る
事
は
難

し
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
十
四
巻
本
で
あ
る
寛
文
九

『
義
楚
六
帖
』
諸
本
考

山　

路　

芳　

範
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年
版
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
い
た）

（
（

。
ま
た
、
こ
の
解
題
に
牧
田
諦
亮

氏
が
東
福
寺
本
に
つ
い
て
保
存
状
況
か
ら
こ
れ
を
使
用
す
る
事
に
若

干
の
問
題
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

（
（

事
も
あ
り
、
本
書
を
検
討
す

る
場
合
、
寛
文
九
年
の
二
十
四
巻
本
で
い
い
と
考
え
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
東
福
寺
本
の
影
印
本
が
出
版
さ
れ）

（
（

、
椎
名
宏
雄
氏
の
解
題
に

欠
損
部
分
は
あ
る
も
の
の
「
そ
の
他
は
ほ
ぼ
完
全
で
あ
り
、
摺
刷
状

況
も
良
好
な
豪
華
大
型
本
で
あ
っ
て
、
国
宝
に
ふ
さ
わ
し
い
古
版
で

あ
る）

（
（

。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
両
者
の
東
福
寺
本
に
対
す
る
見
方

は
相
反
し
て
い
る
事
に
な
る
の
だ
が
、
東
福
寺
本
を
み
て
い
く
と
両

者
の
見
解
は
共
に
正
し
い
事
が
わ
か
る
。
こ
の
理
由
を
含
め
現
存
諸

本
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

現
存
十
二
巻
本
に
つ
い
て

　

本
書
が
六
冊
本
で
あ
っ
た
事
は
本
書
の
名
称
だ
け
で
な
く
、
東
福

寺
本
の
目
録
を
見
れ
ば
、
五
十
部
四
百
四
十
項
目
の
本
書
の
分
類
構

成
が
六
冊
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
本
書
の
六

冊
本
の
現
存
は
確
認
で
き
ず
本
書
の
現
存
最
古
の
も
の
は
東
福
寺
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
十
二
巻
本
で
あ
る
。

　

こ
の
東
福
寺
本
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
一
年
に
臨
川
書
店
か
ら
『
禅

学
典
籍
叢
刊
』
第
六
巻
下
に
影
印
を
収
録
し
出
版
さ
れ
、
本
文
全
体

を
み
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
椎
名
氏
に
よ
る
解
題

が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
東
福
寺
本
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
際

の
判
定
か
ら
か
版
本
の
体
裁
か
ら
南
宋
中
期
頃
の
印
版
と
認
め
ら
れ
、

避
諱
に
よ
る
欠
筆
文
字
の
特
徴
か
ら
崇
寧
二
年
版
（
一
一
〇
三
）
の

板
木
を
用
い
た
後
刷
本
と
み
て
お
き
た
い
と
い
う）

（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て

専
門
的
な
知
識
は
無
い
た
め
判
断
は
出
来
な
い
が
、
牧
田
、
椎
名
両

者
の
東
福
寺
本
に
対
す
る
見
解
は
こ
れ
に
よ
っ
て
了
解
で
き
る
部
分

が
出
て
く
る
。
東
福
寺
本
を
み
て
み
る
と
、
解
題
に
も
記
さ
れ
る
よ

う
に
巻
一
第
一
丁
表
や
巻
四
第
一
丁
表
な
ど
損
亡
部
分
は
あ
る
も
の

の
そ
の
他
は
ほ
ぼ
完
全
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
主
に
天
地
の

部
分
に
な
る
が
、
そ
の
他
の
部
分
に
も
文
字
の
読
み
取
れ
な
い
部
分

が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
崇
寧
二
年
版
の
古
く
損
傷
し
た
板
木
を
約
一

〇
〇
年
後
に
印
版
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

東
福
寺
本
は
印
版
さ
れ
た
段
階
で
判
読
で
き
な
い
部
分
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
事
に
な
る
。
椎
名
氏
は
こ
の
元
の
状
態
を
ほ
ぼ
完
全
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
は
正
し
い
と
言

え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
牧
田
氏
の
い
う
若
干
の
問
題
が
あ
る
と
い
う

の
は
損
亡
部
分
だ
け
で
な
く
判
読
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

東
福
寺
本
の
最
大
の
損
亡
部
分
は
巻
一
第
一
丁
表
で
あ
る
が
、
こ
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の
部
分
は
後
述
の
和
刻
二
十
四
巻
本
で
補
わ
れ
て
い
る
。
巻
四
第
一

丁
表
に
も
損
亡
部
分
が
あ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
補
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
含
む
経
年
に
よ
る
損
亡
部
分
の
い
く
つ
か
を
補
う
十
二

巻
本
写
本
が
建
仁
寺
両
足
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
存
在
に
つ

い
て
は
目
録
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
閲
覧
し
気
づ
い

た
事
に
つ
い
て
述
べ
た
い）

（
（

。

　

椎
名
氏
は
東
福
寺
本
の
構
成
を
、

　

１　

扉
絵（
釈
尊
説
法
図
）

　

２　

稽
首
文
及
偈
文

　

３　

捨
銭
記（
陰
刻
）　

羅
文
祐
記

　
　
　
　

＊
陰
刻
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る

　

４　

進
釈
氏
六
帖
表　

義
楚
撰

　

５　

捨
銭
記（
陰
刻
）　

智
肱
記

　
　
　
　

＊
陰
刻
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る

　

６　

六
帖
述　

王
朴
撰

　

７　

義
楚
六
帖
并
序　

甲
寅（
九
五
四
）五
月
一
〇
日
、
義
楚
撰

　

８　

総
目
録（
五
〇
部
四
四
〇
門
の
名
称
を
巻
別
に
明
示
）

　

９　

本
文（
巻
一
～
十
二
、
各
巻
首
に
部
門
名
）

　

（0　

年
記　

顕
徳
元
年（
九
五
四
）九
月
二
十
九
日

　

（（　

釈
氏
六
帖
後
序　

義
楚
撰

　

（（　

捨
銭
記（
陰
刻
）　

王
著
以
下
七
名

　
　
　
　

＊
陰
刻
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る

　

（（　

釈
氏
纂
要
六
帖
後
序　

胡
正
撰

（（　

重
開
釈
氏
六
帖
後
序　

崇
寧
二
年（
一
一
〇
三
）六
月
、
履

中
撰

の
十
四
に
分
け
て
い
る）

（
（

。

　

両
足
院
本
は
写
本
で
あ
る
た
め
、
３
、
５
、
（（
の
捨
銭
記
を
陰
刻

で
は
な
く
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
十
四
全
て
が
写
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
９
本
文
全
て
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
現
在
巻
一
第
三
十
五
丁
の
み
を
欠
く
。

　

東
福
寺
本
と
同
じ
く
、
第
一
冊
は
１
か
ら
７
が
あ
り
、
こ
の
後
に

巻
一
が
あ
る
。
こ
の
巻
首
に
は
第
一
巻
で
あ
る
事
を
示
す
「
義
楚
六

帖
第
一
」
の
語
句
が
無
く
「
法
王
利
見
部
第
一
」
か
ら
始
ま
る
。
こ

れ
は
総
目
録
と
同
じ
で
あ
り
、
単
に
記
入
漏
れ
で
あ
る
の
か
、
東
福

寺
本
の
版
心
を
見
る
と
序
や
総
目
録
等
の
部
分
は
「
六
帖
序
」、
巻

一
の
部
分
は
「
六
帖
一
巻
」
と
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
を
含
め
て
巻
一
で
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
は
判
断

で
き
な
い
。
第
二
冊
以
降
は
各
巻
の
巻
首
か
ら
始
ま
る
が
、
第
二
、

四
巻
に
は
巻
数
を
表
す
語
句
が
見
ら
れ
ず
第
一
巻
と
同
様
に
部
名
を

あ
げ
て
い
る
。
第
三
巻
巻
首
に
は
「
義
楚
六
帖
第
二
」
と
あ
る
。
こ
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れ
は
誤
記
で
は
な
く
、
第
四
巻
ま
で
は
総
目
録
と
同
じ
六
帖
、
六
冊

本
で
の
表
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
六
冊
、
六
巻
本
と
し
な
が
ら
、
あ
る

時
期
実
際
に
は
十
二
冊
、
十
二
巻
本
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
五
冊
以
降
は
巻
首
に
そ
れ
ぞ
れ
の
巻

数
を
上
げ
て
い
る
。

　

東
福
寺
本
の
版
心
に
は
前
に
示
し
た
よ
う
に
書
名
、
巻
数
に
加
え

丁
数
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
両
足
院
本
に
は
こ
れ
ら
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。

　

東
福
寺
本
の
書
誌
と
し
て
、
左
右
双
辺
、
有
界
、
半
葉
八
行
、
一

行
十
六
字
（
小
字
双
行
二
十
五
字
）
と
さ
れ
る
。
両
足
院
本
の
書
写

者
も
こ
れ
を
知
っ
て
お
り
、
半
葉
八
行
有
界
の
用
紙
を
用
意
し
書
写

し
て
い
る
が
、
巻
一
第
二
十
二
丁
の
み
半
葉
九
行
の
た
め
八
行
の
用

紙
に
収
ま
り
き
れ
ず
無
界
の
半
紙
を
足
し
て
こ
れ
を
写
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
字
一
行
は
多
く
は
二
十
五
字
で
あ
る
が
、
増
減
が
あ
り
、

こ
の
た
め
東
福
寺
本
の
次
行
の
文
字
を
書
き
入
れ
る
、
逆
に
次
行
に

回
る
事
も
あ
る
。

　

東
福
寺
本
は
十
二
巻
を
十
二
支
で
表
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
て
い

る
。
現
在
各
巻
の
題
簽
は
は
ず
さ
れ
ま
と
め
て
軸
装
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
十
二
支
の
各
漢
字
が
書
か
れ
て
い
る）

（
（

。
両
足
院
本
に
は
題
簽

は
無
い
が
、
各
巻
の
小
口
を
み
る
と
「
楚
帖
子
」、「
楚
帖
丑
」
等
の

十
二
支
を
表
す
漢
字
を
読
み
取
れ
る
も
の
が
あ
る
。
東
福
寺
本
の
題

簽
と
共
に
「
後
陽
成
天
皇
宸
翰
御
添
状
」
が
軸
装
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
後
陽
成
天
皇
が
東
福
寺
本
が
伝
来

し
た
由
来
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
足
院
本
第
十
二
巻
巻
末
に
、

「
後
陽
成
院
御
奥
書
」
と
し
て
「
這
義
楚
六
帖
者
惠
日
之
開
山
入
唐

之
時
／
巻
而
懐
之
帰
朝
云
々
充
澆
季
之
亀
鑑
千
／
歳
之
竒
竒
珎
也
故

終
臨
冩
之
功
畢
／　

慶
長
十
七
稔
秋
誌
之
／　
　

周　

御
判
」
と
こ

れ
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
両
足
院
本
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）

以
降
の
写
本
で
あ
る
事
は
わ
か
る
も
の
の
書
写
年
月
日
、
書
写
者
は

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
福
寺
本
の
写
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
虫

損
に
よ
っ
て
保
存
状
態
は
良
好
と
は
言
え
な
い
が
、
両
足
院
本
は
、

こ
れ
が
完
成
し
た
以
後
の
東
福
寺
本
の
損
亡
を
補
う
資
料
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

東
福
寺
本
の
最
大
の
損
亡
箇
所
は
巻
一
第
一
丁
表
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
は
後
述
の
和
刻
二
十
四
巻
本
を
写
し
て
補
わ
れ
て
い
る
。
椎

名
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
版
式
の
違
い
か
ら
ま
だ
十
二
文
字
が
不
足

し
て
お
り
、
和
刻
本
に
よ
っ
て
そ
れ
は
補
わ
れ
る）

（
（

。

　

両
足
院
本
で
は
こ
の
部
分
も
書
写
さ
れ
て
い
る
。

	

法
王
利
見
部
第
一
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名
姓
行
業
一　

相
好
光
明
二　

降
生
時
代
三

	
　

行
居
國
土
四　

入
滅
舎
利
五　

像
化
霊
異
六

	
名
姓
行
業
一

	

三
覺
圓
明
涅
槃
經
云
梵
語
佛
陀
此
云
覺
々
有
三
義
一
自
覺
二
覚

他
三
覺
行
圓
満
以
生
善
故
所
以
不
翻
言
寶
者
可
尊
貴

	

保
重
難
得
二
足
周
備
智
論
云
佛
積
万
行
於
三
大

劫
福
足
智
足
無
間
無
遺

因
修
五
位
唯識

	

論
云
夫
求
佛
者
従
凢
夫
位
遇
善
知
識
發
菩
提
心
入
資
粮
位
五
位
者
一
資

粮
二
加
行
三
見
道
四
修
道
五
無
覺
即
十
信
十
住
十
行
十
廻
向
十
地
等
覚

	

妙
覚
證
三
身
具
四
智
有
十
号

説
三
乗
度
九
有
廣
如
論
説　	
果
獲
小
身
花
厳
經
云
他
受
用
身
為

十
地
菩
薩
現
十
種
身
地

	

　

※
傍
線
は
東
福
寺
本
で
欠
け
る
十
二
字
。　

　

版
式
書
式
の
違
い
、
略
字
異
体
字
を
除
け
ば
ほ
ぼ
和
刻
本
と
同
じ

で
あ
る
が
、
太
文
字
で
示
し
た
「
周
」、「
覺
」
の
二
字
が
和
刻
本
で

は
「
圓
」、「
學
」
と
な
っ
て
お
り
異
な
る
。
両
足
院
本
は
写
本
で
あ

り
、
誤
記
さ
れ
た
文
字
も
あ
る
。
和
刻
本
と
異
な
る
場
合
は
注
意
を

要
す
る
。
逆
に
和
刻
本
と
同
じ
場
合
は
そ
の
信
頼
性
が
高
ま
る
。

　

椎
名
氏
は
巻
四
第
一
丁
表
に
も
損
亡
部
分
が
あ
る
事
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
両
足
院
本
で
は
次
の
よ
う
に
写
さ
れ
て
い
る
。

	

道
俗
著
述
一
僧
二
俗

　
　
　
　

	

破
悪
見
論
西
域
云
奘
法
師
造
破
悪
見
論
戒
日
王
爲
小
乗
師
曰
日

光
既
出
則
螢
燭
奪
明
天
雷
震
音
而
鍾
磬
絶
響
破
外
道

	

見
伏
小

乗
師　

出
三
藏
記
僧
祐
律
師
於
宋
齊
梁
三
代
述
出
三
藏
記
十

六
巻
諸
經
目
録
五
巻
弘
明
集
十
巻
諸
經
論

　

ま
た
、
影
印
本
で
は
紙
片
に
よ
っ
て
下
の
文
字
が
読
み
取
れ
な
い

箇
所
が
あ
る
。
両
足
院
本
該
当
箇
所
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
写
さ
れ

て
い
る
。

　

巻
五
第
五
丁
表
小
字
十
一
、
十
二
行
目
。

	

十
一
行
目　

～
會
者
其
聚
如
林
明
條
～

	

十
二
行
目　

～
恵
観
深
拾
宗
性
記
其
～

　

巻
五
第
二
十
六
丁
表
小
字
十
一
、
十
二､

十
三
行
目
。

	

十
一
行
目　

海
病
小
愈
海
～

	

十
二
行
目　

道
恒
頗
有
才
～

	

十
三
行
目　

乃
大
集
名
僧
令
弟
子
～

　

巻
十
二
第
二
十
七
丁
裏
小
字
五
～
十
行
目
。

	

断
而
復
續
不
能
使
人
不
断
霊
亀

夢
於
宋
元
不
能
免
豫
沮
之
網
也
虵
是
人
毒
十
住
論
云
有
人

毒
生
時
天
雨
血

	

性
好
殺
人
目
視
気
嘘
遇
者
皆
死
時
人
号
曰
人
毒
虵
後
将
命
盡
舎
利　
　

弗
化
之
見
而
吐
毒
舎
利
弗
身
轉
金
色
遂
發
信
心
得
生
天
上
七
返
将
來
成

	

金
碎
支
佛
衆
皆
分
之
悞
謂
金

也
以
酬
因
中
所
殺
人
衆
也

虵
爲
金
帯
唯
識
宝
生
論
云
有
人
福
薄

見
金
帯
爲
虵
吐
毒
退
走
而

	

こ
の
他
、
東
福
寺
本
の
判
読
不
明
字
を
両
足
院
本
に
よ
っ
て
補

え
る
箇
所
が
あ
る
。

現
存
二
十
四
巻
本
に
つ
い
て

　

二
十
四
巻
本
は
我
が
国
に
於
い
て
江
戸
時
代
京
都
で
「
寛
文
九
巳
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酉
霜
月
吉
日
／
飯
田
氏
忠
兵
衛
板
行
」
の
刊
記
を
持
つ
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
本
と
「
延
寶
三
年
乙
卯
孟
夏
吉
日
／
書
林　

村
上
勘

兵
衛
刊
行
」
の
刊
記
を
持
つ
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
本
が
印
行
さ

れ
、
現
存
し
て
い
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
椎
名
氏
は
寛
文
九
年

本
の
刊
記
だ
け
を
変
え
た
も
の
が
延
宝
三
年
本
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て

い
る）
（0
（

。
両
足
院
に
は
寛
文
本
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
西
尾
市
岩
瀬
文

庫
の
延
宝
本
も
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
詳
細
に
比
較
を
行
う
事

は
出
来
て
い
な
い
が
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

二
十
四
巻
本
は
十
二
巻
本
の
各
巻
を
二
つ
に
分
け
た
も
の
で
あ
り
、

大
幅
な
増
補
に
よ
っ
て
巻
数
が
増
加
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　

中
国
か
ら
将
来
さ
れ
た
書
籍
の
和
刻
本
が
出
さ
れ
る
場
合
、
将
来

さ
れ
た
そ
の
ま
ま
の
形
式
で
出
さ
れ
、
そ
の
後
に
付
訓
本
が
出
さ
れ

る
。
こ
の
順
に
よ
る
事
が
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
東
福
寺

本
に
は
判
読
不
明
部
分
が
あ
り
、
両
足
院
本
の
書
写
者
は
そ
れ
を
知

っ
た
上
で
東
福
寺
本
を
そ
の
ま
ま
写
そ
う
と
、
判
読
不
明
部
分
は
そ

の
ま
ま
不
明
の
ま
ま
と
し
、
積
極
的
に
そ
の
部
分
を
補
お
う
と
し
て

い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
十
二
巻
本
を
そ
の
ま
ま
和
刻
本
と
し

て
出
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
為
、
十
二
巻
本

の
判
読
不
能
部
分
だ
け
で
な
く
、
全
体
に
わ
た
っ
て
校
訂
を
行
い
付

訓
を
施
す
作
業
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
、
付
訓
を
施
し
た
人
物
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
十
二
巻
本
と
は
異
な
る
事
に

な
っ
た
。
書
誌
と
し
て
、
四
周
単
辺
大
字
八
行
十
八
字
小
字
十
六
行

十
八
字
と
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
判
読
で
き
な
い
部
分
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
に
は

な
る
が
、
義
楚
の
使
用
し
た
資
料
と
は
異
な
る
も
に
よ
っ
て
補
わ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

　

寛
文
本
に
よ
っ
て
中
国
に
於
い
て
活
字
本
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
牧
田
、
椎
名
両
氏
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。
和
刻
本

の
文
字
を
判
読
す
る
上
で
参
考
に
な
る
が
、
当
然
付
訓
は
無
く
、
寛

文
本
と
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
使
用
に
つ
い
て
は
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

関
連
書
に
つ
い
て

　

京
都
大
学
に
『
義
楚
六
帖
校
訛
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
十
二
巻

本
写
本
と
二
十
四
巻
本
と
の
違
う
箇
所
を
あ
げ
た
リ
ス
ト
で
あ
り
、

先
学
の
義
楚
六
帖
に
対
す
る
基
礎
研
究
成
果
で
あ
る
。
近
代
の
も
の

と
考
え
ら
れ
著
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
十
二

巻
写
本
で
あ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
十
二
巻
本
写
本
は
両
足

院
本
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
足
院
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の
判
読
不
明
部
分
を
含
め
二
十
四
巻
本
の
違
い
全
て
を
あ
げ
て
い
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
使
用
し
た
と
断
言
し
な
い
で
お
き
た
い
。

二
十
四
巻
本
に
つ
い
て
も
寛
文
本
、
延
宝
本
の
違
い
が
無
い
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
を
使
用
し
た
か
を
断
定
で
き
な
い
。
現

在
十
二
巻
本
、
二
十
四
巻
の
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
資
料
の
利
用
価
値
は
低
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

		

椎
名
氏
の
解
題
の
終
わ
り
に
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
義
楚
六
帖
三
冊
本
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

が
、
こ
れ
は
大

東
急
記
念
文
庫
の
目
録
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
前
こ
れ
に

つ
い
て
調
査
を
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
平
成
五
年
の
印

仏
研
第
四
十
一
巻
第
二
号
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
大
東
急
記
念

文
庫
の
目
録
に
誤
り
が
あ
り
、
第
三
、
第
四
巻
を
欠
く
零
本
と
さ
れ

て
い
る
が
、
前
に
述
べ
た
六
巻
本
と
十
二
巻
本
の
巻
数
の
表
記
上
の

混
乱
で
あ
っ
て
、
十
二
巻
本
全
巻
揃
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

全
文
を
写
し
た
も
の
で
は
な
く
抄
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
十
二
巻
本
、

二
十
四
巻
の
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
楚
六
帖
そ

の
も
の
に
対
す
る
検
討
に
は
適
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

義
楚
六
帖
の
研
究
に
つ
い
て
底
本
と
す
べ
き
も
の
は
現
在
確
認
さ

れ
て
い
る
中
で
最
古
の
東
福
寺
本
で
あ
る
が
、
こ
の
本
は
元
々
判
読

不
明
部
分
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
年
に
よ
る
破
損
部

分
も
見
ら
れ
る
。
経
年
破
損
に
よ
る
部
分
に
つ
い
て
は
両
足
院
本
に

よ
っ
て
補
え
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
両
足
院
本
の
資
料
的
価
値
は

大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
四
巻
本
で
あ
る
寛
文
本
、
延
宝

本
は
十
二
巻
本
の
不
明
部
分
を
補
い
、
辞
書
と
し
て
活
用
で
き
る
よ

う
に
し
た
功
績
は
大
き
く
、
江
戸
時
代
の
義
楚
六
帖
に
対
す
る
研
究

成
果
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
只
、
義
楚
が
編
纂
し
た

当
初
の
も
の
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
る
。
義
楚
が
こ
の

編
纂
に
使
用
し
た
資
料
は
蜀
版
が
成
立
す
る
直
前
の
も
の
で
あ
り
、

江
戸
期
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
視
点
を
持
っ
た
上
で
義
楚
六
帖
に
対
す
る
検
討
を
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
1　

昭
和
54
年
朋
友
書
店
発
行
、古
典
叢
書
之
二『
義
楚
六
帖
』

２　

前
掲
注
１
、義
楚
六
帖
に
つ
い
て
四
頁

３　

平
成
13
年
臨
川
書
店
刊『
禅
学
典
籍
叢
刊
』第
六
巻
下

４　

前
掲
注
３
、五
三
一
頁

５　

前
掲
注
３
、五
三
二
頁

６　
『
昭
和
法
宝
目
録
』第
三
巻「
建
仁
寺
両
足
院
蔵
書
目
録
」

７　

前
掲
注
３
、五
三
一
頁

８　

前
掲
注
３
、三
頁
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９　

前
掲
注
３
、一
〇
頁
、五
三
〇
頁

10　

前
掲
注
３
、五
三
五
頁

11　

前
掲
注
２
、五
頁
、前
掲
注
３
、五
三
五
頁

12　

前
掲
注
３
、五
四
四
頁
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「
ペ
ッ
ト
往
生
」
に
つ
い
て
の
考
察　
―
問
題
点
の
整
理
を
通
じ
て
―

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

信
仰
と
学
問
の
関
係
を
客
観
的
に
語
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

あ
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
自
然
の
探
求
が
そ
の
内
面
に
お
い
て
信

仰
と
何
ら
か
の
形
で
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
り
う
る
一
方
で
、
科
学
的

な
知
見
が
宗
教
的
な
価
値
観
を
否
定
す
る
よ
う
な
場
面
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
実
際
に
自
分
が
信
仰
と
学
問
の
間
に
置
か
れ
た
場
合
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
問
題
意
識
で
、
一
人
の
あ
る
特
定
の
信
仰
を
持
つ
人
間
が
、

そ
の
信
仰
上
の
問
題
を
学
問
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、

と
い
う
問
い
を
具
体
例
に
即
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。

二
、
考
察
の
前
提

　

ま
ず
、
上
記
の
問
い
か
け
の
中
で
、「
学
問
的
」
と
い
う
言
葉
に

解
釈
の
余
地
が
あ
り
う
る
の
で
、
そ
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
客
観
的
な
方
法
で
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
。

学
問
的
と
い
う
こ
と
は
「
あ
る
問
題
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
人
が
納
得

で
き
る
理
論
構
成
に
基
づ
き
、
的
確
な
言
葉
で
説
明
可
能
な
状
態
」

と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
適
切
な
批
判
が
あ
れ
ば
、
理
論
や

説
明
が
よ
り
よ
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
学
問

は
大
勢
の
人
が
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
「
お
お
や
け
」
の
領
域
に
あ

る
。
一
方
で
信
仰
は
、
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、「
わ

た
く
し
」
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
属
す
る
問

題
を
、
お
お
や
け
に
お
い
て
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で

芸
術
的
な
側
面
を
有
す
る
か
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
共
有
で
き

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
問
題
を
共
有
で
き
る
範
囲
に
限

っ
て
は
、
解
決
も
不
可
能
で
は
な
い
。

　

私
が
、
こ
こ
で
具
体
的
に
問
題
と
す
る
の
は
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
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い
て
で
あ
る
。
仏
教
の
術
語
を
用
い
れ
ば
畜
生
の
往
生
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
こ
の
往
生
が
可
能
か
ど
う
か
を
、
仏
教
、
よ
り
厳
密
に

は
浄
土
宗
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ

の
前
に
「
ペ
ッ
ト
の
往
生
の
可
能
性
を
学
問
的
な
問
い
と
し
て
立
て

る
こ
と
の
妥
当
性
」
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
問
い

に
学
問
的
な
解
答
が
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う

る
。
そ
の
場
合
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
を

有
す
る
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
選
択
す
る
か
と
い
う
決
断
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
信
仰
的
な
決
断
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
共
有
が
困
難
な
も
の
と
も
な
り
う
る
。
ま
さ
に
宗
教

的
な
立
場
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
は
、
多
く
の
浄
土
宗
教
師
が
無
意
識
に
行
っ
て
い
る
こ

と
を
、
意
識
的
に
記
述
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
念
仏

こ
そ
が
往
生
の
た
め
の
最
も
勝
れ
た
実
践
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
価

値
観
を
我
々
は
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
価
値
観
は
全
人
類
と
共
有
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
も
と
よ
り
、

仏
教
他
宗
派
に
属
す
る
人
々
と
も
、
我
々
は
異
な
る
価
値
観
を
抱
い

て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
々
全
て
に
浄
土
宗
の
信
仰
を
強
要
し

よ
う
と
は
、
少
な
く
と
も
私
自
身
は
、
考
え
て
い
な
い
。
純
粋
に
宗

教
的
な
問
題
、
実
証
が
不
可
能
で
あ
り
信
仰
的
に
判
断
す
る
し
か
な

い
問
題
と
は
、
主
体
的
な
態
度
に
よ
っ
て
決
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
客
観
的
な
問
題
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン

ス
で
あ
る
。

三
、
問
い
の
考
察

　

ペ
ッ
ト
の
往
生
が
可
能
か
不
可
能
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
の
学

問
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
こ
れ
ま
で
問
わ
れ

た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
答
え
が
な
さ
れ
た
か
を
、
文
献
に
基
づ
き

思
想
史
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
中

で
こ
そ
歴
史
の
中
に
こ
の
問
い
に
対
す
る
学
問
的
な
解
答
を
見
出
す

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
者
に
よ
る
ペ
ッ
ト
の

往
生
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
そ
の
全
て
が
思
想
史
に
還
元
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
問
に
は
宗
教
的
な
一
面
が
あ
り
、

宗
教
者
が
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
以
上
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
歴
史

に
立
脚
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
も
ま
た
問
い
そ
の
も
の
に
対
す
る
回

答
を
提
示
し
、
思
想
史
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
自
己
に
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

学
問
的
な
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た
つ
も
り
の
諸
見
解
も
ま
た
、
そ
の

取
り
上
げ
方
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
自
己
の
視
点
が
反
映
さ
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
点
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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つ
ま
り
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
が
可
能
だ
と
考
え
る
人
は
、
そ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
思
想
史
を
再
構
成
し
、
自
身
が
共
感
す
る
見
解
を
重
視
し
、

そ
れ
と
異
な
る
見
解
を
軽
ん
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
の
立
場
で
も
同

様
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

思
想
史
を
記
述
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
歴

史
を
分
析
し
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
材
料
と
し
て
、

新
た
な
歴
史
記
述
を
行
う
営
み
で
あ
る
か
ら
、
記
述
を
行
う
主
体
の

束
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
、
い
か
に
客
観
的
に
あ
ろ
う
と
し
て
も
、

原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て

取
り
上
げ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
己
の

態
度
を
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
問
題
を
宗
教
者
が
学
問
的
に
語
ろ
う
と
す
る

時
に
は
、
資
料
の
選
定
、
そ
の
読
解
、
提
示
の
方
法
や
順
序
に
つ
い

て
、
相
応
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
自
己
の
意
見
を
自
覚
的
に
抑

制
し
な
が
ら
、
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
が
可
能
か
否
か
を
論
じ
る
そ
の
基
盤
に
つ

い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
浄
土
宗
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
論
じ

ら
れ
る
時
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
浄
土
宗
の
教
義
に
お
い
て
、

ペ
ッ
ト
の
往
生
、
特
に
順
次
往
生
を
説
く
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
答
え
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
浄
土
宗

と
は
何
か
」
と
い
う
「
問
題
を
論
じ
る
た
め
の
枠
組
み
」
に
つ
い
て

も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
浄
土
宗
の
教
師
、
あ
る
い
は
そ
の
関

係
者
に
と
っ
て
「
浄
土
宗
」
は
自
明
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
が
、

学
問
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
現
存
す
る
教
師
の
養
成
シ
ス
テ
ム
も

寺
院
も
あ
る
い
は
典
籍
も
歴
史
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
外
延
は
変
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
外
延
の
変
化
は
、
本
質
を
変
化

さ
せ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
浄
土
宗
教
師
は
浄
土
宗
と
い
う
一

貫
性
の
中
に
自
身
を
位
置
づ
け
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
貫
性
の

原
点
は
法
然
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
浄
土
宗
に
お
い
て
何
か
を
論
じ
る

時
に
は
、
そ
の
見
解
が
最
重
要
視
さ
れ
る
が
、
法
然
の
遺
文
と
向
き

合
う
自
身
は
、
そ
れ
ま
で
に
築
か
れ
て
き
た
浄
土
宗
の
歴
史
に
立
脚

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
教
義
に
お

い
て
ペ
ッ
ト
の
往
生
を
論
じ
る
こ
と
は
、
法
然
以
来
の
歴
史
を
受
け

止
め
つ
つ
、
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
教

が
釈
尊
の
教
え
に
つ
い
て
の
解
釈
の
歴
史
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

浄
土
宗
の
教
学
の
歴
史
は
法
然
の
教
え
に
対
す
る
注
釈
の
歴
史
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
浄
土
宗
は
法
然
の
思
想
を
一

貫
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
観
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
浄
土
宗
は
現
存
す
る
教
団
と
し
て
そ
の
外
延
を
拡



─ （（（ ─

張
し
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
は
、
浄
土
宗
を
構
成
す
る
人
々
の
意
思

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
学
問
的
に
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
考
慮
せ
ず
に
法
然
の

考
え
に
直
接
触
れ
よ
う
と
試
み
る
方
法
論
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
規
範
と
な
る
べ
き
解
釈
の
歴
史
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
あ
る
い
は
用
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
浄
土
宗
の
教
義
に
お
い
て

そ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
浄
土
宗
と
い

う
枠
組
み
に
お
い
て
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
を
議
論
し
よ
う
と
考
え
る
な

ら
ば
、
こ
の
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
枠
組
み

に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
様
々
な
文
献
を
渉
猟
し
つ
つ
、
枠
組
み
そ

の
も
の
を
自
身
で
構
築
し
、
そ
の
中
で
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
は
浄
土
宗
的
な
理
解
と
は
異
な
る

も
の
と
な
ろ
う
。

　

こ
こ
で
「
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
の
可
能
性
の
可
否
を
問
う
」

と
い
う
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
思
想
史

と
し
て
「
ペ
ッ
ト
＝
畜
生
の
往
生
の
可
否
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
学
問

的
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
考
察
に
あ
た
り

そ
の
範
囲
を
設
定
し
、
そ
の
中
で
思
想
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
と
な

る
。
例
え
ば
、
日
本
浄
土
教
を
考
察
の
範
囲
と
し
て
も
良
い
し
、

様
々
な
経
典
が
そ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
、
経
典

成
立
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
範

囲
を
浄
土
宗
と
設
定
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
問
い
に

向
き
合
う
研
究
者
は
研
究
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
客
観
性
を
確
保
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
が
設
定
し
た
範
囲
、
選
定
し
た
資
料
、

論
述
の
姿
勢
な
ど
に
つ
い
て
、
学
問
的
批
判
に
十
分
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
は

「
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
の
可
能
性
の
可
否
を
問
う
」
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
学
問
的
な
操
作
を
通
し
て
解
答
を
導
く
こ
と
が
で
き

る
。

　

一
方
で
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
者
に
と
っ
て
、「
ペ
ッ
ト
＝
畜
生

の
往
生
の
可
否
」
と
い
う
こ
と
が
実
存
的
な
問
い
で
あ
る
場
合
、
様

相
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
こ
の
論
考
の
よ
う
に
、
浄

土
宗
教
師
が
こ
の
問
題
を
論
じ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
問
題
を

論
じ
る
た
め
の
規
範
が
存
在
し
、
ま
た
考
察
に
お
い
て
こ
の
問
題
を

ど
の
よ
う
な
方
向
で
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
意
思
が
介
在
す
る
。
学

問
的
な
研
究
が
範
囲
を
区
切
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
実

存
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
の
回
答
は
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
そ
れ

ま
で
の
思
想
史
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
後
に
思
想

史
研
究
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ペ
ッ
ト
の
往

生
に
つ
い
て
の
可
能
性
の
可
否
を
問
う
」
と
い
う
問
い
が
実
存
的
な
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問
い
で
あ
れ
ば
、
そ
の
回
答
は
、
こ
の
問
い
と
向
き
合
う
者
に
よ
っ

て
決
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
決
断
さ
れ
た
回
答
は
、
学
問
的

な
解
答
で
は
な
い
。
こ
の
時
に
は
「
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
の
可

能
性
の
可
否
を
問
う
」
と
い
う
問
い
は
正
し
い
答
え
を
持
た
な
い
。

歴
史
を
受
け
止
め
つ
つ
、
時
代
に
即
応
し
た
回
答
が
決
断
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
い
ず
れ
一
つ

の
規
範
と
な
り
、
未
来
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
一
つ
の
異
説
と
し
て
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

四
、
信
仰
に
お
け
る
仏
教
研
究
の
限
界

　

信
仰
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
の
回
答
を

求
め
る
場
合
、
学
問
的
な
解
答
は
参
考
に
こ
そ
な
る
と
は
い
え
、
信

仰
上
の
欲
求
を
十
分
に
満
た
す
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
た
と

え
誰
か
に
よ
っ
て
宗
教
的
に
決
断
さ
れ
た
回
答
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

異
な
る
宗
教
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
け
入
れ

る
こ
と
も
難
し
い
。
逆
に
、
自
分
の
意
に
沿
う
回
答
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
が
根
拠
と
な
り
自
身
の
考
え
に
確
信
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
問
題
を
宗
教
的
な
場
に
お
い
て
考
え
る
時
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
回
答
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
身
の
宗
教
的
な
立
場
が
回
答

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
立
場
を
表
明
せ

ず
に
問
題
を
評
論
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
表
明
を
な
さ
ず
に
、
自
ら
構
築
し
た
学
問
的
な
成
果
に
、
自
身
の

宗
教
的
立
場
を
仮
託
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
研
究
と
い
う
名
の

下
に
行
わ
れ
る
布
教
で
あ
り
、
も
し
も
批
判
を
受
け
付
け
な
い
と
す

れ
ば
、
学
問
的
な
研
究
と
は
言
え
な
い
。
信
仰
を
深
め
る
た
め
に
経

論
を
学
ぶ
こ
と
は
な
ん
ら
問
題
は
な
い
。
そ
の
結
果
を
無
自
覚
に
学

問
的
な
場
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

建
設
的
な
議
論
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
宗
教
的
な
立
場
に

対
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
学
問
的
な
見
解
で
は
な
く
、

一
つ
の
信
仰
の
吐
露
で
あ
る
。

　

ま
た
信
仰
に
お
い
て
、
仏
教
研
究
が
果
た
す
役
割
の
限
界
に
つ
い

て
の
認
識
も
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
必
要
で

あ
る
。
仏
教
研
究
、
特
に
教
学
と
呼
ば
れ
る
浄
土
宗
内
で
行
わ
れ
る

研
究
の
成
果
は
、
布
教
や
法
式
と
い
っ
た
そ
の
具
現
化
の
方
向
を
規

定
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
全
て
を
汲
み
尽
く
す
も
の
で
は
な
い
。
あ

る
教
学
的
な
成
果
は
、
特
定
の
時
空
間
に
お
い
て
、
様
々
な
形
で
具

現
化
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
る
。
教
学
的
な
成
果
は
普
遍
性
を
目
指
す
も

の
で
あ
り
、
例
え
ば
往
生
の
た
め
に
は
念
仏
が
最
も
重
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
浄
土
宗
が
存
続
す
る
以
上
、
そ
こ
に
お
い
て
共
有
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
基
づ
き
つ
つ
、
布
教
や
法
式
は
時
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代
と
場
所
に
即
応
し
た
表
現
を
生
み
出
し
て
き
た
。

　

ペ
ッ
ト
と
い
う
概
念
が
一
般
的
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
ペ
ッ

ト
の
往
生
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
を
語
り
、

あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
儀
式
を
行
う
か
は
布
教
や
法
式
に
も
関
わ
る

総
合
的
な
問
題
で
あ
る
。
法
然
の
時
代
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
ま
で
、

特
定
の
動
物
を
「
ペ
ッ
ト
」
と
い
う
名
称
で
認
識
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
は
、
教
学

的
な
観
点
か
ら
は
畜
生
の
往
生
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

現
代
の
文
脈
に
お
い
て
ペ
ッ
ト
と
畜
生
が
全
く
同
じ
も
の
を
意
味
す

る
か
と
い
う
点
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
畜
生

に
対
す
る
宗
教
的
な
態
度
と
、
ペ
ッ
ト
に
対
す
る
そ
れ
と
は
異
な
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ッ
ト
の
往
生
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
、
ペ
ッ
ト
と
い
う
認
識
が
浸
透
し
た
現
代
に
お
い
て
、

教
師
、
あ
る
い
は
教
団
が
ど
の
よ
う
な
理
解
を
提
示
し
、
実
践
を
行

う
か
は
、
当
然
教
学
的
な
解
釈
史
も
含
め
て
そ
れ
ま
で
の
歴
史
を
背

負
い
な
が
ら
、
現
代
に
お
い
て
向
き
合
う
問
題
で
あ
り
、
純
粋
に
教

学
的
問
題
と
し
て
の
み
処
理
し
得
な
い
一
面
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
を
実
存
的
な
問
題
と
し
て

論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
教
師
や
教
団
の
問
題
と
し
て
論
じ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
存
の
枠
内
に
お
い
て
解
釈
を
行
う
問
題
で

は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
枠
組
み
を
拡
張
す
る
よ
う
な
営
み
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
教
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
布
教
や
法
式

を
含
め
た
総
合
的
な
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

こ
の
論
考
で
扱
っ
た
問
題
は
「
ペ
ッ
ト
の
往
生
と
い
う
問
い
」
が

問
い
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
あ

る
意
味
で
は
、
ペ
ッ
ト
の
往
生
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
考
え
る
枠
組
み

を
論
じ
た
と
言
っ
て
も
良
い
。

　

ペ
ッ
ト
の
往
生
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

一
つ
は
学
問
的
な
側
面
で
あ
り
、
他
方
は
実
存
的
な
側
面
で
あ
る
。

学
問
的
な
問
い
と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
、
考

察
の
枠
組
み
を
決
定
し
、
そ
こ
に
お
い
て
思
想
史
研
究
を
行
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
を
与
え
る

こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
自
身
の
宗
教
的
な
立
場
、

つ
ま
り
ペ
ッ
ト
が
そ
の
ま
ま
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
考
え
る
か
、
あ

る
い
は
天
や
人
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
か
ら
往
生
す
る
と
考
え
る
か
、

と
い
う
こ
と
が
、
考
察
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
十
分
に
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
は
、
学
問

的
に
こ
の
問
い
と
向
か
い
合
う
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
。
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他
方
、
実
存
的
な
問
い
と
し
て
こ
れ
と
向
か
い
合
う
場
合
に
は
、

解
答
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
回
答
で
あ
る
。
そ
れ
は
客

観
的
な
答
え
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
決
断
に
基
づ
く
意
思
の
表
明
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
明
を
行
う
と
き
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
を

十
分
に
考
慮
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
信
仰
を
拡
張
し
て
い
く

か
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
場
合
に
は
、
教
学
の
み
で

解
決
可
能
な
問
題
で
は
な
く
、
布
教
や
法
式
と
言
っ
た
様
々
な
知
識

に
よ
っ
て
総
合
的
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

信
仰
と
学
問
の
間
に
身
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
ペ
ッ
ト
の
往
生

に
つ
い
て
の
問
題
に
お
い
て
、
前
者
の
側
面
と
後
者
の
側
面
に
板
挟

み
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
思
想
史
的
な
解
答
が
、
自
身
の
宗
教
的

な
回
答
と
一
致
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
二
つ
の
答
え
が
一
致
し
な
い
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
に
振
舞
う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
的
な
立
場
か
ら
自
身
に
都
合
の
良
い
資
料

を
並
べ
、
主
観
的
な
立
場
か
ら
思
想
研
究
を
行
う
こ
と
も
あ
り
得
よ

う
。
あ
る
い
は
思
想
史
的
な
解
答
を
重
視
し
、
信
仰
を
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
し
て
も
良
い
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
両
者
の
間
で
苦
し
む
こ

と
も
あ
り
得
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
存
的
な
問
題
と
し
て
こ

の
問
い
に
臨
む
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
を
受
け
止
め
、
信
仰
を
拡
張
す

べ
き
方
向
を
見
定
め
な
が
ら
、
常
に
自
分
自
身
で
そ
の
回
答
を
み
つ

け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
決
断
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　

最
後
に
筆
者
の
立
場
を
表
明
し
て
擱
筆
と
し
よ
う
。
筆
者
は
実
存

的
な
問
い
と
し
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
会
っ
た
ペ
ッ
ト
は
、

そ
れ
に
乗
じ
た
即
得
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
方
向
性
で
回
答
を

与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
客
観
的
な
解
答
で
は

な
い
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
決
断
で
あ
る
。
学
問
的
な
問
い
と
し
て

は
別
稿
を
持
っ
て
応
え
た
い
。
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宗　
　
　

歌

　

─　
月
は
阿
弥
陀
佛
・
月
か
げ
は
光
明
・
水
は
念
佛　

─

石　

田　

孝　

信

１
．
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
は
、「
我
、
浄
土
宗
を
立
つ
る
心
は
、
凡
夫
の
報
土
に

生
る
る
こ
と
を
、
示
さ
む
た
め
な
り
」（『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第

６
巻
）
と
、
浄
土
宗
開
宗
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

そ
の
為
に
は
、「
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
、
た
だ
一
向
に

念
佛
す
べ
し
」（『
絵
図
』
第
45
巻
）、
つ
ま
り
、「
観
念
の
念
佛
な
ど

を
し
な
い
で
、
と
も
か
く
口
称
念
佛
だ
け
し
な
さ
い
」
と
、
一
枚
起

請
文
に
法
然
上
人
が
主
唱
す
る
念
佛
を
明
確
に
し
て
い
る
。
正
に
専

修
念
佛
で
あ
る
。

　
『
報
土
に
生
る
る
』
と
は
、
表
現
を
変
え
る
と
、『
極
楽
に
往
生
す

る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

往
生
の
原
語
で
あ
る
プ
ラ
テ
ィ
ア
ー
ジ
ャ
ヤ
ー
テ
ィ
に
は
、
荻
原

雲
来
博
士
に
よ
る
と
、
転テ
ン
生シ
ョ
ウと
再サ
イ
生セ
イ
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

　

詳
し
く
説
明
す
る
と
、
転
生
は
、
身
体
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と

（
場
所
の
移
動
・
死
後
）、
再
生
は
、
精
神
的
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と

（
状
態
の
変
化
・
現
世
）
を
意
味
す
る
。

　

中
国
で
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
内
包
す
る
言
葉
で
あ
る
往
生
を

翻
訳
語
に
し
た
。（
拙
論
・
佛
教
論
叢
60
号
）

　

法
然
上
人
は
、
こ
の
趣
旨
を
理
解
さ
れ
、『
念
佛
は
か
く
の
ご
と

き
等
の
、
現
当
二
世
始
終
の
両
益
あ
り
』（『
選
択
本
願
念
佛
集
』
第

11
章
）、『
平
生
の
時
、
照
ら
し
始
め
て
最
後
ま
で
捨
て
給
わ
ぬ
な

り
』（「
念
佛
往
生
要
義
集
）、『
往
生
と
言
う
は
、
捨
此
往
彼
、
蓮
華

化
生
な
り
』（「
往
生
要
集
釈
）、『
い
ま
、
極
楽
を
も
と
む
る
人
は
、

本
願
の
念
佛
を
行
じ
て
、
摂
取
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
ん
と
お
も
う
べ

し
』（「
大
胡
の
太
郎
実
秀
が
妻
室
の
も
と
へ
つ
か
は
す
御
返
事
）
と
、

教
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
様
に
考
察
す
る
と
、
阿
弥
陀
佛
に
よ
る
現
当
二
世
の
救
い
を
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明
ら
か
に
さ
れ
た
法
然
上
人
の
教
え
の
中
で
も
、
宗
歌
は
、
現
世
で

の
救
い
を
重
点
的
に
説
か
れ
た
代
表
作
で
あ
り
、
浄
土
開
宗
の
革
新

性
が
窺
え
る
。

　

そ
の
理
解
の
為
に
は
、
宗
歌
は
、
月
は
阿
弥
陀
佛
、
月
か
げ
は
阿

弥
陀
佛
の
光
明
、
そ
し
て
、
水
は
念
仏
を
喩
え
て
い
る
こ
と
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
以
下
論
述
を
試
み
る
。

２
．
宗
歌
の
本
文
（
出
典
）

①
法
然
上
人
行
状
絵
図
（
第
30
巻
）
変
態
が
な
と
漢
字
表
記

　
　

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
佛
衆
生
摂
取
不
捨
能
古
己
呂
遠

　

月
可
計
乃　

以
多
良
奴
左
止
波　

奈
計
連
止
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

奈
可
武
留
人
能　

心
爾
楚
寸
武

②
浄
土
宗
聖
典
（
第
６
巻
）
詞
書

　
　

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
こ
こ
ろ
を

　

月
か
け
の　

い
た
ら
ぬ
さ
と
は　

な
け
れ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
か
む
る
人
の　

心
に
そ
す
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
哥
入
續
千
載
集

③
浄
土
宗
聖
典
（
第
６
巻
）
釈
文

光
明
は
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
、
念
佛
の
衆
生
を
摂
取
し

て
捨
て
た
ま
わ
ず
の
心
を

　

月
影
の　

至
ら
ぬ
里
は　

な
け
れ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　

眺
む
る
人
の　

心
に
ぞ
澄
む

�

（
此
の
歌
『
続
千
載
集
』
に
入
る
）

３
．
宗
歌
の
構
成

　

了
慧
道
光
編
の
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』（
和
語
編
）
に
は
、
題
が

付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
法
然
上
人
が
、
単
に
自
然
現
象
を
詠
わ

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、『
行
状
絵
図
』
を
参
考
に
す
る
。

　

①
題
（
詞
書
）

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
佛
衆
生
摂
取
不
捨
の
こ
こ
ろ
を（
詠
む
）

　

②
本
文
（
お
歌
）

　
　

月
か
け
の　

い
た
ら
ぬ
さ
と
は　

な
け
れ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
か
む
る
人
の　

心
に
そ
す
む

４
．
宗
歌
の
語
句
の
意
味

　

月
か
げ
・
・
月
の
光
り
、
月
の
姿
な
ど
。

　

の�

・
・
～
が
。「
の
」
は
助
詞
で
、
主
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

い
た
ら
・
・
到
達
す
る
。
動
詞
「
至
る
」
の
未
然
形
。
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ぬ
・
・
～
な
い
。
上
に
付
く
語
が
未
然
形
の
時
は
、
打
ち
消
し
を

示
す
。

　

里
・
・
人
里
、
田
舎
。

　

は
・
・
～
は
。
区
別
の
意
。
強
調
す
る
。

　

な
け
れ
・
・
な
い
。
存
在
し
な
い
。
形
容
詞
「
無
し
」
の
已
然
形
。

「
ぬ
」
と
二
重
否
定
で
肯
定
を
意
味
す
る
。

　

ど
も
・
・
～
の
に
。
活
用
語
の
已
然
形
に
付
き
、
逆
接
の
確
定
条

件
を
表
す
。

　

な
が
む
る
・
・
長
い
間
、
思
い
を
込
め
て
じ
っ
と
見
る
。
仰
ぐ
。

��������������

動
詞
「
眺
む
」
の
連
用
形
。

　

人
・
・
人
。
人
間
。

　

の
・
・
～
の
。

　

心
・
・
心
。
意
識
。
精
神
。

　

に
・
・
～
に
。
場
所
を
表
す
助
詞
。

　

ぞ
・
・
～
は
。
強
調
を
表
す
係
り
助
詞
。

　

す
む
・
・
掛
詞
。　

す
む　

┌　

住
む
・
留
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

└　

澄
む
・
清
ら
か
に
な
る
。

５
．
宗
歌
の
直
訳

　
　
「
題
」
を
考
慮
し
な
い
と
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
。

　
『
月
の
光
り
が
、
届
か
な
い
里
な
ど
は
、
な
い
の
に
・
・

仰
ぎ
見
る
人
の
、
心
だ
け
に
は
、
月
の
姿
が
す
む
（
住
む
・
澄

む
）
の
で
す
。』

６
．
宗
歌
と
摂
益
文
の
対
比

　

光
明
遍
照
十
方
世
界
・
・
月
の
光
り
が
、
届
か
な
い
里
な
ど
は
、

な
い
の
に
・
・

　

念
佛
衆
生
摂
取
不
捨
・
・
仰
ぎ
見
る
人
の
、
心
だ
け
に
は
、�

月
の

姿
が
す
む
（
住
む
、
澄
む
）
の
で
す
。

７
．
宗
歌
（
比
喩
）
と
摂
益
文
（
教
義
）
の
関
係

　

①
．
中
世
、
古
来
の
月
見
観

　

現
代
人
が
月
を
眺
め
る
感
覚
で
は
、
宗
歌
を
理
解
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
そ
の
証
左
と
し
て
次
の
３
点
を
提
示
す
る
。

　

ア
．『
聖
地
巡
礼
』
内
田
樹
×
釈
徹
宗　

東
京
書
籍

　
　

釈
・
・「
当
時
、
星
は
直
接
見
ず
に
、
池
に
映
っ
た
姿
を
見
て

い
ま
し
た
。
昔
は
お
月
見
も
池
や
川
に
映
し
た
し
、
映
す

も
の
が
な
け
れ
ば
、
塗
り
の
お
盆
に
映
し
て
み
た
そ
う
で

す
。」
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内
田
・
・「
直
視
し
て
は
い
け
な
い
も
の
な
ん
で
す
か
？
」

　
　

釈　

・
・「
そ
の
よ
う
で
す
。」

イ
．『
紫
式
部
石
山
寺
観
月
図
』（
江
戸
時
代
作
）
石
山
寺
所
蔵

紫
式
部
は
、
寛
弘
元
年
（
１
０
０
４
）
源
氏
物
語
を
作
成
す
る

た
め
、
石
山
寺
に
七
日
間
の
参
籠
を
し
て
い
る
。
八
月
十
五
日
、

式
部
が
、
観
月
堂
で
琵
琶
湖
に
映
っ
て
い
る
月
を
眺
め
て
い
る

様
子
が
、
こ
の
掛
け
軸
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

ウ
．
松
尾
芭
蕉　

江
戸
前
期
の
俳
聖

������『
名
月
や　

池
を
め
ぐ
り
て　

夜
も
す
が
ら
』

　

古
来
、
中
世
の
人
達
は
、
上
空
の
月
を
眺
め
る
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
水
に
映
る
月
か
げ
を
見
て
い
た
事
が
理
解
で
き
る
。
法
然
上
人

も
同
じ
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

　

②
月
は
阿
弥
陀
佛
、
月
か
げ
は
光
明

　
『
阿
弥
陀
経
』
に
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。「
こ
れ

よ
り
西
方
、
十
万
億
の
佛
土
を
過
ぎ
て
、
世
界
あ
り
。
名
づ
け
て
極

楽
と
い
う
。
そ
の
土
に
佛
ま
し
ま
す
阿
弥
陀
と
号
し
た
て
ま
つ
る
。」

（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
１
巻
）

　

ま
た
、『
観
無
量
寿
経
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。「
無

量
寿
佛
に
八
万
四
千
の
相
あ
り
。
一
一
の
相
に
、
各
お
の
八
万
四
千

の
随
形
好
あ
り
。
一
一
の
好
に
、
ま
た
八
万
四
千
の
光
明
あ
り
。
一

一
の
光
明
、
遍
く
十
方
世
界
を
照
ら
し
て
、
念
佛
の
衆
生
を
摂
取
し

て
捨
て
た
ま
わ
ず
。」（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
１
巻
）

　

こ
の
二
経
を
合
釈
し
て
、「
摂
益
文
」
を
考
察
す
る
と
次
の
よ
う

に
解
釈
で
き
る
。

　
『
西
方
十
万
億
土
を
過
ぎ
た
処
の
極
楽
に
居
ら
れ
る
阿
弥
陀
佛
は
、

お
身
体
か
ら
光
明
を
放
た
れ
て
、
十
方
世
界
の
す
べ
て
の
生
き
と
し

生
け
る
も
の
を
平
等
に
照
ら
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
光
明
は
、
阿

弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
念
仏
す
る
人
々
を
、
摂
取
し
て
捨
て
る
こ
と

は
な
い
の
で
す
。』

　

法
然
上
人
は
、
極
楽
の
阿
弥
陀
仏
佛
が
、
現
世
の
娑
婆
で
念
佛
す

る
人
を
光
明
で
救
う
有
様
を
、
月
と
月
か
げ
に
喩
え
て
、
宗
歌
を
詠

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
月
は
阿
弥
陀
佛
、
月
か
げ
は
阿
弥
陀
佛
の

光
明
を
喩
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

当
時
、
極
楽
は
現
世
と
隔
絶
し
た
遙
か
彼
方
に
あ
る
死
後
の
世
界

で
、
阿
弥
陀
佛
は
死
者
を
、
も
し
く
は
、
臨
終
の
人
を
、
そ
れ
も
臨

終
正
念
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
特
別
の
限
ら
れ
た
人
を
来
迎
し
て
救
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う
佛
と
し
て
、
信
仰
し
て
い
た
事
が
、『
往
生
要
集
』
な
ど
か
ら
も

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

言
い
方
を
変
え
る
と
、
阿
弥
陀
佛
は
現
世
の
人
を
救
う
事
が
で
き

な
い
、
と
い
う
事
に
な
る
。
現
代
で
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る

人
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
法
然
上
人
以
前
の
智
者
や
高
僧
方
、
そ
し
て
法

然
上
人
以
外
の
僧
侶
や
庶
民
の
人
達
の
信
仰
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
法
然
上
人
だ
け
は
、『
選
択
本
願
念

佛
集
』
に
お
示
し
の
よ
う
に
、
現
当
二
世
に
渡
っ
て
お
救
い
下
さ
る

阿
弥
陀
佛
を
信
仰
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
宗
歌
に
詠
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

③
水
は
念
仏

　

阿
弥
陀
佛
が
、
現
世
の
念
佛
者
を
お
救
い
に
な
る
、
そ
の
時
の
阿

弥
陀
佛
と
念
佛
者
と
の
関
係
を
、
法
然
上
人
は
、『
選
択
本
願
念
佛

集
』（
第
16
章
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
念
佛
の
行
、
水す
い
月げ
つ
を
感
じ
て
昇
し
ょ
う
降ご
う
を
得
た
り
。」

　

念
佛
の
行
、
そ
れ
は
喩
え
て
言
え
ば
、
水
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

念
佛
す
る
と
念
佛
者
の
心
に
水
が
満
ち
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
。
す

る
と
、
自
然
の
道
理
で
、
水
の
あ
る
所
に
月
の
姿
が
映
る
こ
と
に
な

る
。

　

つ
ま
り
、
月
は
降
る
こ
と
な
く
、
そ
の
場
に
居
な
が
ら
月
の
輝
く

光
り
の
働
き
を
水
に
現
し
、
水
は
昇
る
こ
と
な
く
、
月
ま
で
行
か
な

く
て
も
月
の
光
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
念
佛
す
る
と
、「
我
が
名
を
称
え
よ
。
必
ず
救
う

ぞ
」
の
本
願
力
が
働
き
、
阿
弥
陀
佛
は
極
楽
に
居
な
が
ら
現
世
の
念

佛
者
を
光
明
で
救
い
、
念
佛
者
は
極
楽
に
行
く
こ
と
な
く
現
世
で
阿

弥
陀
佛
の
光
明
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
水
の
な
い
所
に
は
月
の
姿
が
映
ら
な
い
よ
う
に
、

念
佛
し
な
い
と
阿
弥
陀
佛
は
光
明
で
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

事
で
あ
る
。
念
佛
す
る
人
に
は
阿
弥
陀
佛
と
の
感
応
道
交
が
、
人
格

の
多
方
面
に
渡
っ
て
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　

法
然
上
人
は
、
こ
の
事
実
を
、
感
動
を
宗
歌
に
詠
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
摂
取
の
光
明
に
て
ら
さ

れ
ん
と
お
も
う
べ
し
」
と
、
大
胡
の
太
郎
実
秀
の
妻
室
を
お
手
紙
で

導
い
た
の
で
あ
る
。

８
、「
心
に
ぞ
す
む
」
の
具
体
相

　

念
佛
者
が
現
世
に
於
い
て
阿
弥
陀
佛
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と

を
、
法
然
上
人
は
月
か
げ
に
喩
え
て
そ
の
状
態
を
「
心
に
ぞ
す
む
」
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と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
喩
え
ば
、
暗
闇
の
水
面
が
月
か
げ
に
よ
っ
て

光
明
に
変
わ
る
よ
う
に
、
実
際
に
、
念
佛
者
が
精
神
的
に
生
ま
れ
変

わ
る
、
つ
ま
り
、
再
生
（
往
生
）
が
現
実
に
起
こ
る
こ
と
を
教
示
し

て
お
ら
れ
る
。

　

現
世
に
於
い
て
念
佛
者
が
阿
弥
陀
仏
佛
の
光
明
に
救
わ
れ
て
精
神

的
に
生
ま
れ
変
わ
る
、
再
生
（
往
生
）
の
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
、

法
然
上
人
は
、『
逆
修
説
法
』（
第
三
七
日
）
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

要
点
を
紹
介
す
る
。

　
　
　

┌
─
（
清
浄
光
）・
・
淫
貪
、
財
貪
の
不
浄
を
除
き
、
持
戒

　
　
　

│

　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　

清
浄
の
人
に
均
し
。

　
　
　

│

光
明
─
┼
─
（
歓
喜
光
）・
・
瞋
恚
の
罪
を
滅
し
て
、
忍
辱
の
人
に

　
　
　

│

　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　

同
じ
。

　
　
　

│

　
　
　

└
─
（
智
慧
光
）・
・
愚
痴
の
罪
を
滅
す
。
智
者
と
異
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
な
し
。

　

こ
の
様
に
、「
心
に
ぞ
す
む
」
に
は
、
人
格
が
完
成
さ
れ
て
い
く
、

人
間
性
が
成
長
し
て
い
く
、
つ
ま
り
、
現
世
で
精
神
的
に
生
ま
れ
変

わ
る
（
往
生
）
こ
と
が
、
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

９
．
お
わ
り
に

　

以
上
か
ら
、
法
然
上
人
の
浄
土
宗
は
、
阿
弥
陀
佛
に
よ
る
現
当
二

世
の
救
い
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

宗
歌
は
、
本
来
は
後
世
の
救
い
を
も
含
む
の
で
す
が
（
拙
論
、
佛

教
論
叢
第
58
号
）、
本
論
で
は
現
世
で
の
救
い
を
中
心
に
論
述
し
た
。

　

浄
土
宗
で
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
私
た
ち
の
宗
旨
」
に

『（
現
世
で
は
）
阿
弥
陀
佛
の
平
等
の
お
慈
悲
を
信
じ
、「
南
無
阿
弥

陀
佛
」
と
み
名
を
称
え
て
、
人
格
を
高
め
、
社
会
の
た
め
に
つ
く
し
、

明
る
い
安
ら
か
な
毎
日
を
送
り
、（
後
世
に
は
）
お
浄
土
に
生
ま
れ

る
こ
と
を
願
う
信
仰
で
す
。』
を
掲
げ
て
い
る
と
推
察
す
る
。

　

こ
れ
を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
法
然
上
人
が
、
月
は
阿
弥
陀
佛
、

月
か
げ
は
光
明
、
そ
し
て
水
は
念
佛
を
喩
え
て
宗
歌
を
詠
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

�

以
上
。
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『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
み
る
蓮
生
の
念
仏
往
生
に
つ
い
て

工　

藤　

和　

興

は
じ
め
に

　

鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
熊
谷
直
実
こ
と
蓮
生
（
一
一
四
一
～
一
二
〇

八
）
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
以
下
『
行
状
絵
図
』
と
記
す
）

第
二
十
七
巻
の
中
で
誓
願
を
立
て
、
上
品
上
生
を
願
わ
れ
て
い
る
が
、

法
然
よ
り
専
修
念
仏
の
教
え
を
受
け
た
念
仏
者
蓮
生
の
往
生
に
対
す

る
誓
い
と
信
仰
観
が
い
か
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
蓮
生
の
願
文
を
読
み
説
き
な
が
ら
若
干
の
考
察
を
試
み
た

い
。一

．
蓮
生
に
つ
い
て

　

蓮
生
は
、
武
蔵
国
熊
谷
郷
出
身
。
鎌
倉
幕
府
に
御
家
人
と
し
て
仕

え
た
。『
行
状
絵
図
』
第
二
十
七
巻
に
は
、
出
家
し
た
蓮
生
が
京
都

で
聖
覚
法
印
の
も
と
を
訪
れ
、
後
生
菩
提
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ

ろ
、「
法
然
上
人
に
た
づ
ね
申
べ
し
」
と
言
わ
れ
、「
上
人
の
御
庵
室

に
参
じ
に
け
り
」
と
法
然
と
面
会
を
果
た
し
た
と
あ
る
。

　

法
然
に
会
っ
た
蓮
生
は
、
武
家
の
身
で
あ
っ
た
た
め
に
殺
生
と
い

う
大
罪
を
犯
し
た
極
悪
非
道
の
自
分
で
も
往
生
は
可
能
か
と
質
問
し

た
。
す
る
と
法
然
は
「
罪
の
軽
重
を
い
は
ず
、
た
だ
念
仏
だ
に
も
申

せ
ば
往
生
す
る
な
り
、
別
の
様
な
し
」「
無
智
の
罪
人
の
念
仏
申
て

往
生
す
る
事
、
本
願
の
正
意
な
り
」
と
説
か
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

蓮
生
は
、「
専
修
の
行
者
」
と
し
て
生
き
る
決
意
を
固
め
法
然
の
弟

子
と
な
っ
た
。

　
『
行
状
絵
図
』
第
二
十
七
巻
の
第
二
・
三
・
四
段
に
は
い
ず
れ
も

清
涼
寺
が
蔵
す
る
法
然
と
弟
子
証
空
（
一
一
七
七
～
一
二
四
七
）
か

ら
の
消
息
、「
蓮
生
自
筆
誓
願
状
」（
願
文
に
あ
た
る
）。
第
五
段
の

臨
終
の
絵
図
に
は
法
然
よ
り
譲
ら
れ
た
「
迎
摂
曼
陀
羅
」
掲
げ
ら
れ

て
い
る）

（
（

。
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注
目
す
べ
き
は
、
第
二
十
七
巻
は
蓮
生
の
生
前
と
往
生
の
様
子
を

中
心
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
第
十
八
巻
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
撰

述
が
記
さ
れ
、
第
十
九
巻
か
ら
第
三
十
巻
ま
で
が
法
然
の
帰
依
者
や

弟
子
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
然
の
『
選
択
本
願

念
仏
集
』
で
示
さ
れ
た
専
修
念
仏
の
教
え
が
、
貴
賤
や
性
差
な
ど
関

係
な
く
様
々
な
人
々
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
の
か
、
武
家
で
あ

っ
た
蓮
生
に
法
然
の
教
え
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
と
い
う
点

が
第
二
十
七
巻
の
中
心
に
な
る
。

二
．
蓮
生
の
願
文
に
み
る
上
品
上
生
観

　
『
行
状
絵
図
』
第
二
十
七
巻
の
願
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
（
Ａ
か
ら
Ｅ
に
分
段
）。

（
Ａ
）
蓮
生
、
念
仏
往
生
の
信
心
決
定
往
生
し
て
の
ち
は
、
ひ

と
へ
に
上
品
上
生
の
往
生
を
の
ぞ
み
、
わ
れ
、
も
し
上
品
上
生

の
往
生
を
遂
ま
じ
く
ば
、
下
八
品
に
は
む
か
へ
ら
れ
ま
い
ら
せ

じ
と
い
ふ
、
か
た
き
願
を
お
こ
し
て
、
発
願
の
旨
趣
を
の
べ
偈

を
む
す
び
て
、
み
づ
か
ら
こ
れ
を
か
き
つ
く
。

か
の
状
云
、

（
Ｂ
）
元
久
元
年
五
月
十
三
日
、
鳥
羽
な
る
所
に
て
、
上
品
上

生
の
来
迎
の
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
ま
へ
に
て
、
蓮
生
、
願
を
お

こ
し
て
申
さ
く
、
極
楽
に
う
ま
れ
た
ら
ん
に
は
、
身
の
楽
し
み

の
程
は
下
品
下
生
な
り
と
も
限
り
な
し
。
然
而
天
台
の
御
尺
に
、

下
の
八
品
は
来
生
す
べ
か
ら
ず
（
下
之
八
品
不
可
来
生
）
と
仰

せ
ら
れ
た
り
。
お
な
じ
く
は
一
切
の
有
縁
の
衆
生
、
一
人
も
の

こ
さ
ず
来
迎
せ
ん
。
無
縁
の
衆
生
ま
で
も
、
お
も
ひ
を
か
け
て

と
ぶ
ら
は
む
が
た
め
に
、
蓮
生
、
上
品
上
生
に
う
ま
れ
ん
。
さ

ら
ぬ
程
な
ら
ば
下
八
品
に
は
う
ま
る
ま
じ
。

（
Ｃ
）
か
く
願
を
お
こ
し
て
後
に
、
又
云
、
恵
心
の
僧
都
す
ら

下
品
の
上
生
を
ね
が
ひ
給
た
り
。
何
況
末
代
の
衆
生
、
上
品
上

生
す
る
者
は
一
人
も
あ
ら
じ
と
、
ひ
じ
り
の
御
房
の
仰
せ
ご
と

あ
る
を
き
ヽ
な
が
ら
、
か
ヽ
る
願
を
お
こ
し
は
て
ヽ
い
は
く

末
代
に
上
品
上
生
す
る
者
あ
る
ま
じ
き
に
、
し
か
も
よ
ろ
づ
不

当
な
る
蓮
生
、
い
か
で
上
品
上
生
に
う
ま
る
べ
き
ぞ
。
さ
な
く

ば
下
八
品
に
は
む
ま
れ
ま
じ
と
ぐ
わ
ん
じ
た
れ
ば
と
て
、
あ
み

だ
ほ
と
け
も
し
迎
給
は
ず
ば
、
第
一
に
弥
陀
の
本
願
や
ぶ
れ
給

な
ん
ず
。
次
に
弥
陀
の
慈
悲
か
け
給
な
ん
ず
、
次
に
弥
陀
の
願

成
就
の
文
や
ぶ
れ
な
ん
ず
。
次
に
釈
迦
の
観
無
量
寿
経
の
、
十

悪
の
一
念
往
生
、
五
逆
の
十
念
往
生
、
又
阿
弥
陀
経
の
、
も
し

は
一
日
も
し
は
七
日
の
念
仏
往
生
、
又
六
方
恒
沙
の
諸
物
の
証

誠
、
又
善
導
和
尚
の
下
至
十
声
一
声
等
定
得
往
生
の
尺
、
又
な
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に
よ
り
も
観
経
の
上
品
上
生
の
三
心
具
足
の
往
生
、
そ
れ
を
善

導
の
尺
の
三
心
を
具
足
せ
ば
必
ず
往
生
を
得
る
な
り
。
も
し
一

心
を
も
少
け
ぬ
れ
ば
、
即
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
ず
（
具
足
三
心

必
得
往
生
也
、
若
少
一
心
即
不
得
生
）、
又
専
修
の
も
の
は
千

は
千
な
が
ら
の
尺
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
ら
仏
の
願
と
い
ひ
仏
の

言
と
い
ひ
、
善
導
の
尺
と
い
ひ
、
も
し
れ
ん
せ
い
を
迎
給
は
ず

ば
、
み
な
や
ぶ
れ
て
お
の
お
の
妄
語
の
つ
み
得
た
ま
ひ
な
ん
ず
。

い
か
で
か
大
聖
の
金
言
む
な
し
か
る
べ
き
や
。

（
Ｄ
）
又
光
明
は
遍
く
十
方
世
界
を
照
ら
す
（
光
明
遍
照
十
方

世
界
）
の
文
、
ま
た
こ
の
界
に
一
人
あ
り
て
仏
名
を
念
ず
れ
ば

（
又
此
界
一
人
念
仏
名
）
の
文
、
こ
の
金
言
と
も
む
な
し
か
ら

じ
。
い
よ
い
よ
こ
れ
ら
の
文
を
も
て
、
疑
な
き
也
と
お
も
ふ
。

一
切
の
有
縁
の
輩
、
即
た
ち
か
へ
り
て
む
か
へ
ん
と
て
、
願
を

お
こ
し
て
上
品
上
生
に
な
ら
ず
ば
、
む
か
へ
ら
れ
ま
い
ら
せ
じ

と
い
ふ
か
た
き
願
を
お
こ
し
た
る
か
、
よ
く
ひ
が
事
な
ら
ん
ぢ

や
う
、
五
逆
の
者
ば
か
り
は
あ
ら
じ
。
し
か
れ
ば
、
い
か
な
り

と
も
迎
給
は
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
、
こ
れ
は
疑
は
む
心
は
三
心
具
足

し
た
り
。
上
品
上
生
に
む
ま
る
べ
き
決
定
心
を
お
こ
し
た
り
。

そ
の
疑
煩
悩
断
じ
た
り
、
そ
の
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
り
。
善
導

又
天
台
、
こ
の
事
を
見
る
も
の
は
上
品
上
生
に
む
ま
る
。
又
、

衆
生
の
苦
を
ぬ
く
事
を
得
、
又
、
無
生
忍
を
さ
と
る
、
又
、
極

楽
に
所
願
し
た
が
ひ
て
む
ま
る
。
と
の
給
へ
り
。

（
Ｅ
）
下
八
品
の
往
生
、
わ
れ
す
て
ヽ
し
か
も
ね
が
は
ず
。
か

の
国
土
に
い
た
り
を
は
て
、
す
な
は
ち
か
へ
り
来
事
あ
た
は
ざ

れ
ば
也
。
か
さ
ね
て
こ
ふ
、
我
願
に
お
い
て
、
或
は
信
じ
或
は

信
ぜ
ざ
ら
ん
も
の
、
ね
が
は
く
は
信
と
謗
と
を
因
と
し
て
、
み

な
ま
さ
に
浄
土
に
む
ま
る
べ
し
。

于
時
元
久
元
年
五
月
十
三
日
午
時
に
、
偈
の
文
を
む
す
び
て
蓮

生
い
ま
願
を
お
こ
す
。
熊
谷
の
入
道
と
し
は
六
十
七
な
り
。
京

の
鳥
羽
に
て
上
品
上
生
の
む
か
へ
の
曼
陀
羅
の
御
ま
へ
に
て
こ

れ
を
か
ぐ

　
　
〈
已
上
、
取
詮
）
（
（

〉

　
（
Ａ
）
で
は
念
仏
に
よ
る
往
生
を
決
定
し
た
こ
と
、
そ
の
往
生
と

は
上
品
上
生
で
あ
る
こ
と
、
上
品
上
生
で
な
け
れ
ば
下
八
品
の
往
生

も
し
な
い
と
阿
弥
陀
仏
に
今
か
ら
誓
う
こ
と
を
述
べ
る
。

　
（
Ｂ
）
は
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
五
月
十
三
日
、
京
都
の
鳥

羽
で
阿
弥
陀
仏
を
前
に
誓
願
し
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
な
ぜ
上
品

上
生
か
に
つ
い
て
蓮
生
は
、「
極
楽
に
う
ま
れ
た
ら
ん
に
は
、
身
の

楽
の
程
は
下
品
下
生
な
り
と
も
限
な
し
」
と
、『
往
生
要
集
』
大
文
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第
二
「
欣
求
浄
土
」
で
説
か
れ
る
下
品
下
生
の
往
生
で
も
極
楽
の
十

楽
は
与
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
蓮
生
一
人
の
問
題
と
し
て
は

十
分
で
あ
る
が
、「
天
台
の
御
尺
に
、
下
の
八
品
は
来
生
す
べ
か
ら

ず
」
と
「
天
台
の
御
尺
」
に
「
下
の
八
品
は
来
生
」
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
、
引
き
続
き
、
自
分
と
有
縁
無
縁
の
衆
生
も

一
切
関
係
な
く
往
生
さ
せ
た
い
の
だ
と
強
く
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り

一
切
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
上
品
上
生
を
望
み
、
下
八
品
往
生
は
決

し
て
望
ま
な
い
と
い
う
、
蓮
生
の
強
い
願
意
が
見
て
と
れ
る
。

　
（
Ｃ
）
で
は
、
恵
心
僧
都
源
信
や
法
然
の
教
え
を
つ
づ
り
な
が
ら
、

い
ま
末
代
の
時
代
に
上
品
上
生
す
る
の
は
者
は
一
人
も
い
な
い
か
も

し
れ
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
浄
土
三

部
経
、
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏

は
末
代
の
衆
生
も
関
係
な
く
極
楽
浄
土
に
導
く
と
述
べ
て
い
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、「
観
経
の
上
品
上
生
の
三
心
具
足
の
往
生
、

そ
れ
を
善
導
の
尺
の
三
心
を
具
足
せ
ば
必
ず
往
生
を
得
る
な
り
。
も

し
一
心
を
も
少
け
ぬ
れ
ば
、
即
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
で
あ
る
。

　

三
心
具
足
と
は
、『
観
無
量
寿
経
』
散
善
義
上
輩
観
に
あ
る
、
上

品
上
生
の
人
は
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
の
三
心
を
具
足
し
て
、

戒
律
を
守
り
、
大
乗
経
典
を
読
誦
し
、
六
念
（
念
仏
・
念
法
・
念

僧
・
念
戒
・
念
施
・
念
天
）
を
行
じ
、
極
楽
へ
の
往
生
を
願
う
機
根

が
す
ぐ
れ
た
修
行
者
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

蓮
生
自
身
は
出
家
前
は
武
家
と
し
て
主
君
に
従
い
、
武
勲
を
立
て

る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、
仏
教
的
作
善
と
は

ほ
ど
遠
い
中
で
生
き
て
き
た
。
さ
ら
に
殺
生
罪
を
犯
し
た
十
悪
・
五

逆
罪
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
鑑
み
る
な
ら
ば
蓮
生
に

と
っ
て
上
品
上
生
は
も
っ
と
も
困
難
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

蓮
生
は
、
上
品
上
生
の
願
意
は
必
ず
成
就
す
る
と
確
信
し
て
い
た
。

　

そ
の
理
由
を
蓮
生
は
善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義
の
三
心
の
解
釈
に

求
め
て
い
る
。

　
『
観
経
疏
』「
散
善
義
上
輩
観
上
品
上
生
釈
至
誠
釈
」
に
は
、「
経

に
の
た
ま
は
く
、
一
に
至
誠
心
と
。
至
る
と
は
真
な
り
、
誠
と
は
実

な
り
。
一
切
衆
生
の
身
口
意
業
所
修
の
解
行
、
か
な
ら
ず
す
べ
か
ら

く
真
実
心
の
な
す
べ
き
こ
と
を
明
か
さ
ん
と
欲
す
。
外
に
賢
善
精
進

の
相
を
現
じ
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
、
外
見
は
賢
く
真
面
目
そ
う
な
ふ
り
を
し
て
、
心
で
は
虚
偽
の
心

を
持
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
注
意
す
る
教
え
で
あ
る
。
蓮
生
は
武

家
で
あ
っ
た
た
め
、
争
い
の
な
か
に
あ
り
賢
く
真
面
目
な
ふ
り
は
で

き
な
い
生
き
方
を
し
て
き
た
。
そ
の
蓮
生
の
不
器
用
な
行
為
が
『
観

経
疏
』
が
説
く
と
こ
ろ
の
う
わ
べ
を
取
り
繕
わ
な
い
正
直
で
あ
る
と

い
う
解
釈
に
な
る
。
二
面
性
の
な
い
人
間
性
は
愚
か
な
行
為
を
招
く
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も
の
の
、
そ
の
嘘
偽
り
な
い
生
き
方
が
至
誠
心
を
と
も
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
『
観
経
疏
』
深
心
釈
は
、「
一
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自

身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
没

し
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
に
は
、

決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
た

ま
ふ
こ
と
、
疑
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
さ
だ
め
て
往
生
を

得
と
信
ず
。（
中
略
）
仏
意
に
随
順
す
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
仏
願
に

随
順
す
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
真
の
仏
弟
子
と
名
づ
く
」
と
説
か
れ
る
。

　

殺
生
を
犯
し
て
た
蓮
生
は
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
で
あ
り
、
そ
の

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
を
救
済
す
る
の
は
阿
弥
陀
仏
し
か
い
な
い
。

ま
た
「
仏
意
に
随
順
す
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
仏
願
に
随
順
す
と
名
づ

く
。
こ
れ
を
真
の
仏
弟
子
と
名
づ
く
」
と
い
う
の
は
、
釈
迦
は
阿
弥

陀
仏
に
代
わ
っ
て
罪
悪
深
い
凡
夫
を
救
済
す
る
た
め
に
浄
土
三
部
経

を
説
い
た
か
ら
、
そ
の
教
え
に
随
う
の
が
真
の
仏
弟
子
だ
と
認
識
し

て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
観
経
疏
』
回
向
発
願
心
釈
は
、「
ま
た
回
向
と
い
ふ
は
、

か
の
国
に
生
じ
を
は
り
て
、
還
り
て
大
悲
を
起
し
て
生
死
に
回
入
し

て
衆
生
を
教
化
す
る
を
ま
た
回
向
と
名
づ
く
」
と
説
か
れ
、
回
向
発

願
心
と
は
、
極
楽
往
生
後
直
ち
に
娑
婆
世
界
に
戻
り
衆
生
教
化
し
極

楽
へ
往
生
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
か
れ
る
。

　
（
Ｄ
）
は
、
蓮
生
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る
自
ら
の
往
生
は
間

違
い
な
い
と
考
え
な
が
ら
、「
心
は
三
心
具
足
し
た
り
。
上
品
上
生

に
む
ま
る
べ
き
決
定
心
を
お
こ
し
た
り
」
と
蓮
生
自
ら
三
心
具
足
し

て
い
る
こ
と
、
具
足
し
た
か
ら
こ
そ
上
品
上
生
の
決
定
心
が
生
じ
た

の
だ
と
仏
に
誓
う
。

　
（
Ｅ
）
は
、「
下
八
品
の
往
生
わ
れ
す
て
ヽ
、
し
か
も
ね
が
は
ず
」

と
、
後
戻
り
は
で
き
な
い
ほ
ど
の
強
い
誓
願
を
立
て
、
自
ら
上
品
上

生
の
み
だ
け
が
往
生
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
目
的
は
「
か
の
国
土
に

い
た
り
を
は
て
、
す
な
は
ち
か
へ
り
来
事
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ

の
蓮
生
の
誓
願
を
信
じ
る
者
も
信
じ
な
い
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
衆
生
の
煩
悩
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
救
済
す
る
側
で
あ
る

阿
弥
陀
仏
や
蓮
生
に
と
っ
て
そ
の
違
い
な
ど
は
全
く
問
題
と
し
な
い
。

も
は
や
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
往

生
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
者
も
、
自
分
は
往
生
は
出
来
な
い
と
思
っ

て
い
る
者
も
皆
凡
夫
で
あ
る
。
そ
の
衆
生
を
蓮
生
は
不
退
転
の
菩
薩

と
な
っ
て
還
相
回
向
し
往
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
決
意
を
再
度
誓
う
の

で
あ
る
。
自
分
と
同
じ
よ
う
に
殺
生
を
犯
し
た
罪
人
な
ど
、
己
の
力

で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
業
を
背
負
っ
た
蓮
生
と
同
じ
境
遇

の
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
悪
人
凡
愚
で
あ
る
が
専
修
念
仏
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行
者
の
自
ら
の
役
割
で
あ
る
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
は
、
上
品
上
生
に
よ
る
往
生
で
「
無
生
忍
」
を
得
る
必
要
が
あ
っ

た
。
決
し
て
不
退
転
す
る
こ
と
の
な
い
菩
薩
と
な
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

法
然
が
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）
に
ま
と
め
た
『
三
部
経
大
意
』

で
は
、
九
品
の
階
位
に
つ
い
て
、「
上
品
を
ね
が
ふ
こ
と
、
わ
が
み

の
た
め
に
あ
ら
ず
、
か
の
く
に
ヽ
む
ま
れ
お
は
り
て
、
と
く
衆
生
を

化
せ
む
が
た
め
な
り
。
こ
れ
仏
の
御
心
に
か
な
は
ざ
ら
む
や
」
と
、

上
品
を
願
う
の
は
我
が
身
の
た
め
で
は
な
く
、
衆
生
済
度
の
た
め
と

述
べ
、
上
品
上
生
の
意
義
が
語
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
す
る
御
返
事
」
に
も
、
念
仏
を

称
え
て
上
品
上
生
往
生
を
遂
げ
速
や
か
に
娑
婆
世
界
の
念
仏
を
誹
謗

し
信
じ
な
い
人
を
浄
土
に
導
く
こ
と
を
志
す
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
『
行
状
絵
図
』
で
は
、
上
品
上
生
後
、
還
相
回
向
し
口
称
念
仏
に

よ
っ
て
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
考
え
は
、
法
然
か
ら
継
承
さ

れ
た
と
示
唆
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
法
然
の
弟
子
で
あ
る
源
智
も
法

然
の
一
周
忌
に
合
わ
せ
て
造
立
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
「
阿
弥
陀
仏
立

像
」
の
願
文
で
、
自
ら
を
含
め
た
結
縁
者
が
先
に
往
生
し
た
と
き
は

速
や
か
に
現
世
へ
と
戻
り
、
残
さ
れ
た
衆
生
を
来
迎
さ
せ
る
こ
と
が

法
然
へ
の
報
恩
と
な
る
と
記
し
て
い
る）

（
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
上
品
上
生

を
願
う
こ
と
、
結
縁
者
に
よ
る
還
相
回
向
の
考
え
は
蓮
生
独
自
の
思

想
で
は
な
く
、
法
然
が
在
生
中
、
ま
た
死
後
百
年
以
上
経
た
絵
巻
の

中
で
も
継
承
さ
れ
て
き
た
専
修
念
仏
の
往
生
観
で
あ
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

１　

熊
谷
直
実
関
係
史
料
は
赤
松
俊
秀
『
続
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』（
平
楽
寺
初

転
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
。

（　

本
文
の
引
用
は
『
法
然
上
人
絵
伝
』
上
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）

（　

工
藤
美
和
子
「
勢
観
房
源
智
「
阿
弥
陀
如
来
像
造
立
願
文
」
の
な
か
の
法

然
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
二
〇
一
二
年
三
月
）
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浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
に
つ
い
て

佐　

藤　

堅　

正

１　

は
じ
め
に

　

総
合
研
究
所
の
「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
開
発
し
て
き
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
、「
浄
土
宗

全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
以
下
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
）
が
完
成
し
、

そ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
た
の
で
報
告
す
る
。U

RL�

は�http://jodoshuzensho.jp�

で
あ
る）

（
（

。

２　

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

　

本
シ
ス
テ
ム
で
取
り
扱
う
デ
ー
タ
は
、『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
、

浄
全
）
正
続
両
篇
の
第
三
版
、
山
喜
房
佛
書
林
発
行
の
も
の
で
あ
る
。

正
篇
は
、
浄
土
宗
教
学
院
が
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
を
記
念
し

て
制
作
・
公
開
し
た
「
浄
土
宗
全
書
検
索
シ
ス
テ
ム
」（
現
、「
浄
土

宗
全
書
・
法
然
上
人
伝
全
集
検
索
シ
ス
テ
ム
」）
で
使
用
し
て
い
る

電
子
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
た
。
続
篇
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

訓
点
な
ど
の
書
籍
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
。

シ
ス
テ
ム
開
発
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
齊
藤
舜
健
主
任

研
究
員
が
設
計
か
ら
実
装
ま
で
を
行
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
公

開
し
た
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
は
専
門
業
者
に
制
作
を
依
頼
し

た
。

　

ま
た
、
本
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
と
の
連
携
を
実
現
し
た
。
浄
全
Ｄ

Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
間
で
互
い
に
相
手
側
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
現
在
制
作
中
の
『
新
纂
浄

土
宗
大
辞
典
』
の
電
子
版
（
以
下
、
大
辞
典
電
子
版
）
と
も
リ
ン
ク

す
る
よ
う
に
試
験
を
行
っ
て
い
る
。
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３　

経
過

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
平
成
21
年
度
に
浄
全
続
篇
の
電
子
デ
ー
タ

作
成
を
開
始
し
、
平
均
し
て
年
3
冊
程
度
を
電
子
化
し
、
平
成
26
年

度
に
浄
全
続
篇
全
19
巻
の
電
子
デ
ー
タ
化
を
完
了
し
た
。
シ
ス
テ
ム

開
発
は
平
成
25
年
度
に
着
手
し
た
。
当
初
は
総
合
研
究
所
内
に
テ
ス

ト
サ
ー
バ
を
お
い
て
、
研
究
員
の
み
が
利
用
で
き
る
状
態
に
し
て
試

験
運
用
し
、
平
成
27
年
9
月
か
ら
は
総
合
研
究
所
外
の
サ
ー
バ
上
に

シ
ス
テ
ム
を
置
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
あ
る
が
パ
ス
ワ
ー

ド
を
か
け
て
、
や
は
り
研
究
員
の
み
が
利
用
で
き
る
状
態
に
し
て
試

験
運
用
を
続
け
た
。
平
成
28
年
3
月
と
平
成
29
年
3
月
に
は
、
齊
藤

主
任
研
究
員
と
人
文
情
報
学
研
究
所
の
永
崎
研
宣
主
席
研
究
員
と
で
、

浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
間
の
相
互
乗
り
入
れ
の
仕
組
み
を
実
装
し

た
。
平
成
29
年
４
月
に
は
パ
ス
ワ
ー
ド
を
外
し
、
そ
の
後
は
そ
の
状

態
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
試
験
運
用
を
続
け
、
7
月
24
日
に
正

式
公
開
し
た
。
こ
の
日
、
京
都
の
教
化
研
修
会
館
（
源
光
院
）
に
て
、

豊
岡
鐐
尓
宗
務
総
長
、
新
谷
仁
海
文
化
局
長
、
藤
本
淨
彦
総
合
研
究

所
所
長
、
齊
藤
主
任
研
究
員
が
出
席
し
て
記
者
発
表
を
行
っ
た）

（
（

。
記

者
発
表
に
引
き
続
き
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
連
携
に
つ
い
て
の
公

開
講
座
を
開
催
し
た）

（
（

。

４　

こ
れ
ま
で
の
報
告

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
総
合
学
術
大

会
な
ら
び
に
『
佛
教
論
叢
』
に
報
告
し
て
い
る
。
平
成
25
年
度
の
総

合
学
術
大
会
で
は
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
会
場
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

つ
な
が
っ
て
い
な
い
パ
ソ
コ
ン
を
用
意
し
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
た）

（
（

。
ま
た
、
筆
者
が
他
団
体
の
既
存
の
電
子
テ
キ
ス
ト
の

紹
介
を
、
齊
藤
主
任
研
究
員
が
本
シ
ス
テ
ム
の
テ
キ
ス
ト
形
式
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
研
究
発
表
に
て
講
演
）
（

文
献（

し
た
）
（
（

。

　

翌
平
成
26
年
度
の
総
合
学
術
大
会
で
は
、
再
度
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ

ョ
ン
会
場
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
パ
ソ
コ
ン
を
用

意
し
て
シ
ス
テ
ム
の
改
良
版
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た）

（
（

。

　

平
成
27
年
度
に
は
、
大
会
期
間
中
に
限
り
、
総
合
研
究
所
外
の
サ

ー
バ
で
試
験
運
用
中
の
シ
ス
テ
ム
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
外
し
て
誰
で
も

ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
に
し
た
。
筆
者
は
本
シ
ス
テ
ム
の
使
用
方
法

の
実
演
を
一
般
研
究
発
表
で
行
い
、
ま
た
、
会
場
の
聴
衆
に
も
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
し
て
実
際
に

利
用
し
て
も
ら
っ
た
。
引
き
続
き
行
わ
れ
た
齊
藤
主
任
研
究
員
の
講

演
で
は
、
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
に
つ
い
て
解
説
が
行
な
わ
れ
た
。
い
ず

れ
の
一
般
研
究
発
表
の
内
容
も
『
佛
教
論
叢
』
に
報
告
し
て
）
（

文
献（
い
る
）
（
（

。
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５　

今
後
の
発
展

　

浄
全
正
続
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
ひ
と
ま
ず

完
成
し
た
。
そ
こ
で
、
本
シ
ス
テ
ム
の
今
後
の
発
展
の
方
向
に
つ
い

て
考
え
る
。
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は

量
的
拡
大
の
方
向
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
質
的
拡
大
の
方
向
で
あ

る
。

　

ひ
と
つ
め
の
量
的
拡
大
の
方
向
と
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
載
せ
る

電
子
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
量
を
増
や
す
方
向
で
あ
る
。『
浄
土
宗
聖

典
』
の
電
子
テ
キ
ス
ト
を
載
せ
て
浄
全
正
続
と
と
も
に
同
時
に
そ
の

内
容
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

教
学
院
が
「
浄
土
宗
全
書
検
索
シ
ス
テ
ム
」
に
『
法
然
上
人
伝
全

集
』
の
電
子
デ
ー
タ
を
付
け
加
え
て
、「
浄
土
宗
全
書
・
法
然
上
人

伝
全
集
検
索
シ
ス
テ
ム
」
へ
発
展
さ
せ
た
の
も
同
じ
方
向
へ
の
発
展

で
あ
る
。
こ
の
方
向
へ
の
拡
大
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
既
に
手
を

付
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。『
四
休
菴
貞
極
全
集
』
と
『
浄
土
宗
寺

院
由
緒
書
』
と
で
あ
る
。
両
者
と
も
本
文
の
電
子
テ
キ
ス
ト
化
は
終

了
し
て
い
る
が
、
訓
点
な
ど
の
書
籍
情
報
の
デ
ー
タ
化
が
不
完
全
で

あ
る
。
完
成
し
た
デ
ー
タ
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
れ
ば
、
浄
全

正
続
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
上
で
そ
の
内
容
を
検
索
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
は
、
総
合
研

究
所
京
都
分
室
の
、「
教
学
研
究
Ⅱ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
共
同
で
電

子
テ
キ
ス
ト
化
を
進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

ふ
た
つ
め
の
質
的
拡
大
の
方
向
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ
れ
ま
で

扱
っ
て
き
た
デ
ー
タ
は
、
文
字
の
情
報
を
電
子
化
し
た
も
の
、
す
な

わ
ち
、
電
子
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
な

く
、
画
像
を
電
子
デ
ー
タ
化
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
し
て
利
用

に
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
既
に
本
シ
ス
テ
ム
で
も
、
浄
全
正

続
の
各
頁
の
画
像
デ
ー
タ
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
進
ん
で
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
内
容
に
関
連
し
て
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明

治
時
代
に
始
ま
る
浄
全
の
編
集
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
江
戸
期
の

版
本
が
、
例
え
ば
大
正
大
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

画
像
を
電
子
デ
ー
タ
に
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
れ
ば
、
現
在

出
版
さ
れ
て
い
る
浄
全
の
文
言
と
江
戸
期
の
版
本
の
文
言
を
比
較
す

る
こ
と
が
容
易
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
浄
全
に
収
録
さ
れ
て
い
る

典
籍
の
書
誌
学
的
研
究
や
、
浄
全
自
体
の
編
集
の
経
緯
の
研
究
が
進

展
す
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
方
向
へ
の
拡
大
も
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
既
に
計
画
し
て
い

る
。
大
本
山
増
上
寺
に
は
宋
版
、
元
版
、
高
麗
版
の
三
大
蔵
が
所
蔵

さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』（
以
下
、
大
正
蔵
）



─ （（（ ─

の
編
集
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
宋
版
と
元
版

は
写
真
撮
影
さ
れ
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
経

年
劣
化
が
進
み
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
読
み
取
れ
な
く
恐
れ
が
あ

る
。
今
の
う
ち
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
変

換
し
て
お
け
ば
、
改
め
て
写
真
撮
影
を
し
な
く
て
済
む
の
で
、
原
本

を
傷
め
る
こ
と
な
く
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
、
そ
れ
を

今
後
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
に
際
し
て
は
、

現
時
点
で
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
と
い
う
国
際
規
格

に
従
う
の
が
望
ま
し
い）

（
（

。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
今
年
度
、
宋
版

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
予
算
を
確
保
し
て

お
り
、
年
度
内
に
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

６　

他
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

　

本
シ
ス
テ
ム
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
を
実
現
し
て
い
る
。
浄
全
Ｄ

Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
間
で
互
い
に
相
手
側
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
「
阿
弥
陀

仏
」
と
検
索
す
る
と
、
浄
全
正
続
中
の
検
索
結
果
の
一
覧
が
表
示
さ

れ
る
。
そ
の
画
面
に
あ
る
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
で
検
索
し
て
み
る
」
と
い
う
ボ

タ
ン
を
押
す
と
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
サ
イ
ト
が
開
き
、
大
正
蔵
中
の
「
阿
弥

陀
仏
」
の
検
索
結
果
の
一
覧
が
表
示
さ
れ
る
。
逆
に
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
で

「
阿
弥
陀
仏
」
と
検
索
す
る
と
、
大
正
蔵
中
の
「
阿
弥
陀
仏
」
の
検

索
結
果
の
一
覧
が
表
示
さ
れ
る
。
そ
の
画
面
に
あ
る
「
浄
土
宗
全

書
：
検
索
結
果
：
全
◯
◯
件
」
と
浄
全
Ｄ
Ｂ
で
の
検
索
数
が
書
か
れ

た
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
サ
イ
ト
が
開
き
、
浄

全
正
続
中
の
「
阿
弥
陀
仏
」
の
検
索
結
果
の
一
覧
が
表
示
さ
れ
る
。

　

Ｓ
Ａ
Ｔ
の
サ
イ
ト
に
は
、
ツ
リ
ー
構
造
を
持
つ
一
群
の
チ
ェ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
、
大
正
蔵
中
の
阿
含
部
か
ら
古
逸

部
・
疑
似
部
ま
で
、
部
ご
と
、
巻
ご
と
、
あ
る
い
は
典
籍
ご
と
に
検

索
範
囲
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
度
、

浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
が
連
携
し
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
が
正
式
公
開
さ
れ
て

か
ら
は
、
こ
の
古
逸
部
・
疑
似
部
に
続
い
て
「
浄
土
宗
全
書
（
正
）」

と
「
浄
土
宗
全
書
（
続
）」
を
ツ
リ
ー
構
造
の
最
上
位
に
お
く
一
群

の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
の
他
の
全

書
・
全
集
が
電
子
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
れ
ら
を
付
け
加

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
他
宗
派
の
持
つ
全
書
・
全

集
が
電
子
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
時
に
は
、
そ
れ
ら
を
付
け
加
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
み
な
ら
ず
、
各
宗
派
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
が
互
い
に
連
携
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
各
宗
派
の
持
つ

聖
典
と
、
全
宗
派
共
通
の
仏
典
で
あ
る
大
正
蔵
と
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
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ス
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
互
い
に
連
携
し
て
仏
典
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
仏
教
界
と
仏
教
学
会
に
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
は
計
り
知
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。

７　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
電
子
版

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
平
成
28
年
3
月
に
発
行
さ
れ
た
『
新
纂

浄
土
宗
大
辞
典
』
の
電
子
版
（
以
下
、
大
辞
典
電
子
版
）
の
サ
イ
ト

を
試
験
運
用
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
フ
リ
ー
百
科
事
典

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
使
わ
れ
て
い
る
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
メ
デ

ィ
ア
ウ
ィ
キ
を
使
用
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
ウ
ィ
キ
を
使
用
す
る
と

い
っ
て
も
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
よ
う
に
誰
で
も
編
集
で
き
る
よ
う

な
設
定
に
は
し
て
い
な
い
。
大
辞
典
電
子
版
で
は
、
項
目
名
の
検
索

だ
け
で
は
な
く
、
本
文
中
に
現
れ
る
検
索
語
を
も
検
索
す
る
全
文
検

索
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
は
あ
く
ま
で
も
試
験
運
用
で
あ
り
、

平
成
29
年
度
末
の
公
開
を
予
定
し
て
準
備
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
大
辞
典
電
子
版
と
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
を
リ
ン
ク
す
る
試
験
も
行
っ

て
い
る
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
テ
ス
ト
サ
イ
ト
を
、
公
開
中
の
浄
全
Ｄ
Ｂ
と

は
別
に
用
意
し
た
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
テ
ス
ト
サ
イ
ト
で
、
浄
全
の
本
文

の
任
意
の
文
字
列
を
選
択
し
て
指
定
さ
れ
た
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、

『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
項
目
名
の
う
ち
、
選
択
さ
れ
た
文
字
列

中
に
現
れ
る
も
の
が
リ
ン
ク
付
き
で
表
示
さ
れ
、
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ

ク
す
れ
ば
大
辞
典
電
子
版
の
該
当
ぺ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
る
。
逆
に
、

大
辞
典
の
本
文
に
現
れ
る
引
用
文
の
出
典
に
浄
全
正
続
の
巻
・
頁
が

記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
浄
全
Ｄ
Ｂ
へ
の
リ
ン
ク
が
張
ら
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
浄
全
Ｄ
Ｂ
の
該
当

す
る
巻
・
頁
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
学
術
大
会
二
日
目
の
特
別
部
会
「『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が

も
た
ら
す
も
の
」
に
、
開
発
者
の
齊
藤
主
任
研
究
員
が
パ
ネ
リ
ス
ト

と
し
て
登
壇
し
た
。
本
集
の
そ
ち
ら
の
記
事
も
ご
覧
頂
き
た
い
。

８　

お
わ
り
に

　

浄
全
Ｄ
Ｂ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
稼
働
し
て
い
る
が
、
デ
ー
タ

に
関
す
る
注
意
点
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。
ひ
と
つ
は
梵
字
・
悉
曇

の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
梵
字
・
悉
曇
は
既
に
ユ
ニ
コ
ー
ド
に
登
録
さ

れ
て
は
い
る
が
、
本
シ
ス
テ
ム
で
は
ま
だ
使
用
し
て
い
な
い
。
殆
ど

の
利
用
者
に
と
っ
て
は
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
特
別
な
こ
と

を
調
べ
た
い
一
部
の
利
用
者
に
は
し
ば
ら
く
不
便
を
お
掛
け
す
る
こ

と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
ふ
た
つ
め
は
、
所
謂
ゲ
タ
の
記
号
「
〓
」

で
表
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
。
デ
ー
タ
入
力
の
時
点
で
、
判
読
不
能
、
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或
は
、
表
示
不
能
と
判
断
さ
れ
た
文
字
が
「
〓
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
見
直
す
作
業
は
継
続
し
て
お
り
、
少
し
ず
つ
減
ら
す
努
力

を
し
て
い
る
が
、
当
面
は
か
な
り
の
数
の
「
〓
」
が
残
る
こ
と
を
お

断
り
し
て
お
く
。

　

本
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
に
は
、
デ
ー
タ
の
間
違
い
を
見
つ
け
た
時

に
は
ご
報
告
を
お
願
い
し
た
い
。
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ー

タ
が
100
％
正
確
と
い
う
こ
と
を
実
現
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、

利
用
者
の
協
力
を
仰
い
で
正
確
さ
を
100
％
に
少
し
で
も
近
づ
け
て
い

き
た
い
。

謝
辞

　

山
喜
房
佛
書
林
の
浅
地
康
平
氏
に
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
正
続
両

篇
の
各
頁
の
画
像
を
電
子
化
し
公
開
す
る
こ
と
を
お
許
し
頂
い
た
。

ま
た
、
林
錦
洞
先
生
に
よ
る
『
浄
土
宗
全
書
』
の
題
簽
を
ウ
ェ
ブ
ペ

ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
す
る
こ
と
を
、
ご
長
男
で
あ
る
岩
手
教
区

善
明
寺
住
職
の
林
英
道
上
人
に
お
許
し
頂
い
た
。
こ
こ
に
心
か
ら
御

礼
申
し
上
げ
る
。

1　

本
シ
ス
テ
ム
の
名
称
は
、
こ
れ
ま
で
幾
つ
か
の
仮
称
を
用
い
て
き
た
。
こ

の
度
、
正
式
名
称
を
決
定
し
た
。U

RL�

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

2　

記
者
発
表
の
内
容
は
、
平
成
29
年
7
月
28
日
付
け
の
『
中
外
日
報
』
の
一

面
に
カ
ラ
ー
写
真
入
り
で
、
ま
た
、
8
月
3
日
付
け
の
『
仏
教
タ
イ
ム
ス
』

の
二
面
に
白
黒
写
真
入
り
で
報
道
さ
れ
た
。

3　

下
田
正
弘
東
京
大
学
教
授
・
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会

（
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
代
表
委
員
に
よ
る
「
浄
土
宗
全
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と�

Ｓ
Ａ
Ｔ�

大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
連
携
の
意
義
に
つ
い
て
」、
永
崎
研
宣
一
般
財
団
法

人
人
文
情
報
学
研
究
所
主
席
研
究
員
に
よ
る
「
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連

携
の
意
義　

宗
門
の
も
つ
様
々
な
資
料
や
Ｄ
Ｂ
と
の
連
携　

Ｓ
Ａ
Ｔ
の
将
来

展
望
か
ら
」
と
い
う
講
演
が
行
わ
れ
た
。
浄
全
Ｄ
Ｂ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
と
の
連
携
に

つ
い
て
は
６
節
を
参
照
の
こ
と
。

4　

平
成
25
年
度
総
合
学
術
大
会
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
浄
土
宗
基
本
典
籍

の
電
子
テ
キ
ス
ト
化　

―
続
浄
の
場
合
―
」。

5　

平
成
26
年
度
総
合
学
術
大
会
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
浄
土
宗
全
書
続
の

検
索
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
26
版
）」。

6　

詳
細
は�International�Im

age�Interoperability�Fram
ew
ork�

の
サ

イ
ト
、http://iiif.io/�

を
参
照
の
こ
と
。
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。
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は
じ
め
に

　

江
戸
期
の
日
本
仏
教
の
諸
僧
の
行
業
を
見
る
と
渡
来
僧
を
も
含
め

た
、
宗
派
を
超
え
た
交
流
が
み
ら
れ
、
互
い
に
知
見
を
広
め
、
深
め

る
中
で
研
鑽
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
浄
土
宗
の
諸
師
で
い
え

ば
法
然
院
の
忍
澂
（
一
六
四
五-

一
七
一
一
）
や
同
時
代
の
義
山

（
一
六
四
八-

一
七
一
七
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
前
に
発
表
し
た
黄

檗
僧
隠
元
（
一
五
九
二-

一
六
七
三
）
と
そ
の
弟
子
た
ち
、
特
に
獨

湛
（
一
六
二
八-

一
七
〇
六
）
の
行
動
の
中
に
は
日
本
の
諸
宗
の
僧

と
の
道
交
が
見
ら
れ
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
天
台
僧
密
成
僧
敏
（
一
七
七
六-

一
八
五
二
）
に

も
、
多
方
面
に
わ
た
る
僧
俗
と
の
道
交
の
中
で
、
神
道
を
含
ん
だ
巾

広
い
研
鑽
が
み
ら
れ
る
。
僧
敏
は
今
年
二
百
回
忌
を
迎
え
る
徳
本
行

者
（
一
七
五
八-

一
八
一
八
）
よ
り
、
浄
土
教
の
教
え
を
聞
き
、
そ

れ
を
縁
と
し
て
、
特
に
法
然
浄
土
教
に
言
及
す
る
著
作
を
多
く
残
し

て
い
る
。
ま
た
僧
敏
は
『
近
世
往
生
伝
』、『
淡
海
往
生
伝
』
等
を
編

纂
し
た
專
念
寺
の
隆
円
（-

一
八
三
四
）
を
訪
れ
て
浄
土
教
を
聴
聞

し
、
自
ら
も
往
生
伝
に
類
す
る
著
作
を
残
し
て
い
る
。

　

僧
敏
の
研
究
と
し
て
は
、『
叡
山
宗
教
』
第
二
巻
第
八
号
所
収
の

「
甘
露
庵
密
成
尊
者
略
歴
」
に
、
備
中
の
安
養
院
の
二
十
二
世
、
覺

忍
（-

一
八
六
四
）
が
著
わ
し
た
僧
敏
の
伝
記
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

覺
忍
は
僧
敏
と
頗
る
懇
親
の
間
柄
で
、
時
々
安
養
院
を
訪
れ
て
滞
在

し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

（
（

。	

他
に
硲
慈
弘
「
密
成
律
師
僧
敏

と
そ
の
著
述
―
主
と
し
て
密
教
著
書
に
就
い
て
―
」
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
密
成
律
師
が
徳
川
末
期
に
お
け
る
学
徳
兼
備
の
天
台
僧
と
し

て
、
持
律
堅
固
の
行
徳
を
備
え
、
ま
た
真
摯
な
念
仏
行
者
と
し
て
、

近
世
日
本
天
台
史
の
一
頁
を
飾
る
高
僧
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。

硲
氏
は
真
言
の
研
究
者
で
あ
り
、
僧
敏
の
密
教
系
の
著
作
を
中
心
に

密
成
僧
敏
の
研
究

田　

中　

芳　

道
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紹
介
し
て
い
る
。
僧
敏
の
著
作
は
甘
露
庵
に
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら

の
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
真
言
系
の
著
書
を
紹
介
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る）

（
（

。	

僧
敏
の
伝
記

　

僧
敏
の
伝
記
と
し
て
『
続
日
本
高
僧
伝
』
巻
九
に
漢
文
体
の
「
備

中
甘
露
庵
沙
門
僧
敏
伝
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
安
養
院
覚
忍

の
和
文
体
の
「
甘
露
庵
密
成
尊
者
略
歴
」
が
あ
る
。

次
に
僧
敏
の
伝
記
を
対
照
に
し
て
、
僧
敏
の
伝
記
を
ま
と
め
る
こ
と

に
す
る
。

「
甘
露
庵
密
成
尊
者
略
歴
）
（
（

」�

備
中
甘
露
庵
沙
門
僧
敏
傳）
（
（

僧
敏
の
略
伝
（
上
記
二
伝
に
よ
る
ま
と
め
）

密
成
尊
者
名
は
僧
敏
別
號
紫
雲
道
人
又
は
空
々

道
人
と
號
す
、
讃
州
三
野
郡
寺
家
村
の
人
な
り
、

父
は
小
西
治
郎
右
衛
門
、
母
は
片
山
氏
の
女
尊

者
は
第
五
男
な
り
、
安
永
五
年
丁
酉
歳
に
産
れ

聚
砂
の
年
早
く
頭
角
を
顯
し
才
智
抜
群
な
り
、

釋
僧
敏
。
字
密
成
。
俗
姓
小
西
氏
。
讃
州
三
野
郡

寺
家
村
人
也
。
幼
而
沈
重
。
不
レ
押
二
群
童
一。

一
七
七
六
（
安
永
五
年
）
小
西
治
郎
右
衛
門
の

第
五
男
と
し
て
讃
州
三
野
郡
寺
家
村
（
現
在
、

香
川
県
三
野
町
）
に
生
ま
れ
た
。　

母
は
片
井

氏
。
名
は
僧
敏
、
字
は
密
成
、
ほ
か
に
紫
雲
道

人
、
空
々
道
人
と
号
す
。

九
歳
に
し
て
備
中
柏
島
村
福
壽
院
慈
圭
法
印
の

室
に
入
り
剃
髪
染
衣
し
玉
へ
り
、
時
に
天
明
乙

巳
十
月
な
り
、
稟
性
強
直
に
し
て
言
語
柔
愞
な

り
、
師
に
事
へ
て
孝
順
衆
に
交
て
恭
謹
な
り
、

頗
る
老
成
の
風
あ
り
、
半
満
の
學
三
観
の
宗
受

業
日
々
新
な
り
、

九
歳
。
就
二
備
中
福
壽
院
慈
圭
一
祝
髪
學
二
台
教
一。

一
七
八
四
（
天
明
四
年
）
九
歳
で
備
中
福
壽
院

の
慈
圭
の
も
と
で
剃
髪
し
て
師
事
す
る
。
頗
る

老
成
の
風
貌
あ
っ
て
、
小
乗
と
大
乗
の
教
学
と

天
台
の
三
観
の
教
え
を
受
け
た

尊
者
十
歳
に
な
ら
せ
玉
ふ
頃
玉
島
近
郷
に
或
る

庵
住
の
禅
僧
あ
り
、
そ
の
長
養
年
久
し
く
積
れ

り
、
尊
者
常
に
其
庵
に
遊
び
禅
僧
口
癖
の
如
く

不
生
不
滅
ご
云
ふ
、
或
日
尊
者
問
て
云
く
、

一
七
八
五
（
天
明
五
年
）
十
歳
で
、（
岡
山
県

倉
敷
）
の
玉
島
地
域
に
い
る
禅
僧
に
師
事
す
る
。

「
和
尚
死
す
る
こ
と
な
き
や
否
や
」

禅
僧
曰
く
、

「
誰
か
死
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
」

尊
者
曰
く
、

「
然
れ
ば
何
ぞ
不
生
不
滅
と
云
ふ
や
」
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時
に
禅
僧
答
ふ
る
に
詞
な
し
、
缺
歯
の
頃
よ

り
常
人
に
勝
れ
て
智
辮
あ
ら
せ
玉
へ
り
、
其
後

淺
口
郡
鴨
方
村
西
山
拙
齋
の
門
に
入
り
て
經
史

の
學
を
受
け
螢
雪
の
勤
め
怠
り
な
く
三
年
に
及

べ
り
。

尋
從
二
拙
齋
翁
一。
讀
二
經
史
一。
三
更
二
塞
暑
一。

そ
れ
か
ら
儒
学
者
で
あ
る
西
山
拙
齋）
（
（

�

（
一
七
三

五-

一
七
九
九
）
の
門
に
入
っ
て
三
年
間
経
史

を
学
ん
だ
。

寛
政
九
年
尊
者
二
十
一
歳
台
嶺
に
攀
登
し
て
台

衡
の
教
観
を
稟
受
し
明
王
院
主
唯
門
和
尚
叡
山

安
樂
院
に
入
律
し
既
に
比
丘
受
戒
し
五
夏
満
し

て
浪
花
の
天
王
寺
山
内
來
迎
寺
に
輪
住
し
和
尚

と
は
親
し
き
智
音
な
れ
ば
同
年
八
月
十
二
月
來

迎
寺
に
尋
ね
往
き
、

寛
政
九
年
。
登
二
比
叡
山
一。
習
二
練
教
観
一。

秋
八
月
。
謁
三
唯
門
和
尚
于
二
天
王
寺
一。
受
二
菩
薩

戒
一。
乃
侍
二
巾
瓶
一。
日
蒙
二
提
撕
一。

一
七
九
七
（
寛
政
九
年
）（
二
十
一
歳
）
比
叡

山
に
登
り
、
明
王
院
主
の
唯
門）

（
（

よ
り
天
台
教
観

の
教
え
を
受
け
。
そ
し
て
律
院
で
あ
る
安
楽
院

に
入
り
、
受
戒
し
て
、
五
年
間
が
過
ぎ
た
。
そ

の
後
、
浪
波
の
天
王
寺
山
内
の
來
迎
寺
の
住
持

と
親
し
く
し
て
い
た
の
で
八
月
と
十
二
月
に
尋

ね
て
行
っ
た
。（
別
説
に
は
こ
の
年
の
秋
八
月

に
天
王
寺
の
唯
門
和
尚
を
尋
ね
て
、
菩
薩
戒
を

受
け
て
、
教
え
を
受
け
る
）

入
律
改
衣
し
同
年
九
月
備
前
佛
心
寺
に
輪
住
し

彌
陀
經
要
解
を
開
講
な
し
、

九
月
、
備
前
に
帰
り
、
仏
心
寺
の
一
時
期
の
住

持
と
な
り
、『
阿
弥
陀
経
要
解
』
の
講
義
を
し

た
。

文
化
五
年
戊
辰
三
月
佛
心
寺
を
辭
し
安
樂
院
に

登
掛
錫
し
て

一
八
〇
八
（
文
化
五
年
）
三
月
（
三
十
三
歳
）

に
仏
心
寺
を
辞
し
て
安
楽
院
に
移
る
。

七
月
命
を
蒙
り
大
阪
來
迎
寺
に
移
住
し
、
専
修

念
佛
し
玉
ふ
、
三
ケ
年
一
日
の
如
く
常
に
徳
本

上
人
の
道
徳
を
慕
た
ひ
（
勝
尾
寺
の
草
庵
に
在
）

七
月
、
大
阪
の
来
迎
寺
に
移
住
し
て
専
修
念
仏

を
修
す
る
。
常
に
徳
本
上
人
を
慕
っ
て
い
た
。

五
月
十
四
日
勝
尾
寺
に
來
り
上
人
謁
し
て
、
十

念
及
日
課
誓
約
の
法
を
授
け
玉
ふ
一
枚
超
請
丈

を
讀
み
、
安
心
の
大
體
を
示
し
、
三
心
に
横
具

竪
具
機
具
行
具
の
差
別
あ
り
と
説
玉
ふ
、
拙
者

が
安
心
此
の
一
枚
起
請
の
外
に
は
更
に
何
に
も

な
し
と
。

時
徳
本
上
人
。
盛
唱
二
浄
土
門
一。
文
化
六
年
春
二

月
。
抵
二
勝
尾
寺
一。
初
見
二
上
人
一。
聞
二
安
心
起

行
要
一。
信
解
開
發
焉
。

一
八
〇
九
（
文
化
六
年
）
僧
敏
は
五
月
十
四
日

に
（
二
月
）
に
、
盛
ん
に
浄
土
門
を
称
え
て
い

た
徳
本
と
初
め
て
勝
尾
寺
で
会
う
、
そ
こ
で
徳

本
は
僧
敏
に
十
念
と
日
課
誓
約
を
授
け
る
。

『
一
枚
起
請
文
』
を
読
み
安
心
起
行
の
要
を
説

か
れ
、
僧
敏
は
浄
土
門
に
帰
依
す
る
。



─ 281 ─

文
化
七
年
庚
午
年
唯
門
和
尚
攝
州
金
龍
寺
に
輸

住
又
洛
東
有
門
庵
に
移
住
し
常
に
尊
者
も
隨
從

輔
佐
し
玉
ふ
、
此
時
日
々
清
水
寺
に
參
詣
し
道

心
堅
固
の
祈
誓
し
玉
ふ
。

一
八
一
〇
（
文
化
七
年
）
唯
門
は
摂
津
の
金
龍

寺
（
高
槻
市
）
に
移
り
、
ま
た
洛
東
有
門
庵
に

移
住
す
る
と
、
僧
敏
は
随
従
し
て
唯
門
を
補
佐

す
る
。
僧
敏
は
時
々
清
水
寺
を
参
詣
し
て
道
心

堅
固
を
誓
っ
て
い
る
。

同
八
年
二
月
和
尚
遷
化
し
玉
ふ
。

八
年
春
二
月
。
門
師
逝
レ
于
二
有
門
庵
一。

文
化
八
年
唯
門
は
洛
東
有
門
庵
に
歿
す
る
。

備
中
に
下
向
し
玉
ふ
其
後
本
山
よ
り
進
具
の
勸

發
再
三
に
及
べ
ど
も
辭
退
し
て
更
に
受
け
玉
は

ず
、
歸
錫
の
後
黒
崎
村
蓮
花
院
と
云
へ
る
小
院

に
獨
居
し
て
勸
修
し
け
る
間
に
安
養
院
に
於
て
、

百
萬
遍
御
名
號
一
筆
三
禮
し
玉
ひ
け
り
其
後
藝

州
嚴
島
に
閑
棲
す
。

爾
後
歸
レ
于
二
備
中
一。
棲
二
遅
黒
崎
茅
庵
一。
常
掩
二

柴
門
一。
禪
誦
自
適
。
亡
レ
幾
移
レ
於
二
藝
州
嚴
島
一。

尖
頭
茅
屋
。
僅
足
レ
容
レ
膝
。
拾
レ
薪
汲
レ
水
。
頭

陀
爲
レ
生
。
有
レ
偈
曰
。
単
二
居
孤
島
一
意
恒
空
。

偶
遇
二
芳
春
一
感
不
レ
窮
。
世
事
百
端
晨
夕
改
。
年

華
一
様
古
今
同
。
禪
麟
義
虎
歸
二
泉
下
一。
野
鬼
閑

神
偏
二
域
中
一。
法
運
陵
遅
難
レ
忍
レ
見
。
誰
人
復
正

仰
二
眞
風
一。

唯
門
亡
き
あ
と
、
僧
敏
は
備
中
に
帰
り
黒
崎
蓮

華
院
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
間
に
覺
忍
が
お
ら
れ

る
安
養
院
に
お
い
て
、
百
万
遍
御
名
号
を
一
筆

三
礼
。
そ
の
後
、
嚴
島
に
閑
居
し
た
。
さ
ら
に

そ
の
後
、
唯
門
が
開
祖
（
僧
敏
二
世
）
で
あ
る

甘
露
庵
に
帰
り
、
老
母
を
迎
え
孝
養
を
尽
す
。

敏
與
二
寳
壽
院
瑞
憧
師
一。
道
交
殊
深
。
遂
傳
二
安

祥
寺
流
密
儀
一。

僧
敏
は
宝
寿
院
の
瑞
憧
師
と
道
交
し
て
安
祥
寺

流
の
密
儀
を
受
け
る

文
政
二
年
石
州
永
明
寺
に
泥
牛
禅
師
い
ま
し
法

雷
を
遠
近
に
震
ひ
、
雲
衲
奔
走
す
る
事
猶
衆
星

の
北
辰
に
朝
す
る
が
如
し
、
尊
者
も
參
禅
の
志

頻
り
に
動
き
け
る
折
節
禅
師
の
會
下
石
峰
長
老

廣
島
に
來
り
幸
に
一
偈
を
贈
り
、「
鑚
紙
守
株

過
一
紀
拠
來
更
學
拈
花
旨
辛
勤
積
歳
末
安
心
欲

値
明
師
受
鉗
錘
」

石
峰
長
老
和
偈
し
て
尊
者
に
贈
ら
れ
け
る
「
禅

教
兼
通
古
今
稀
両
頭
明
處
駟
難
追
思
君
撒
手
到

家
日
何
似
眞
龍
得
水
時
」。

更
見
二
石
州
泥
牛
禪
師
一。
禪
師
直
下
二
鉗
錘
一。
敏

兩
手
掩
レ
耳
。
禪
師
器
重
。
許
二
入
室
一。
夏
意
還
レ

于
二
嚴
島
一。
一
日
閲
二
虚
堂
録
一。
有
二
省
發
一
焉
。

示
レ
衆
曰
。
狂
歇
從
來
在
二
我
家
一。
心
迷
徒
想
隔
二

天
涯
一。
泥
牛
喞
レ
草
游
二
蒼
海
一。
木
偶
撚
レ
髭
見
二

白
花
一。
了
了
了
時
無
二
一
物
一。
空
空
空
處
具
二
千

差
一。
禪
畢
竟
須
二
冥
會
一。
競
レ
異
爭
レ
同
與
レ
道
賖
。

一
八
一
九
（
文
政
二
年
）（
四
十
四
歳
）
石
見

国
（
島
根
県
）
の
永
明
寺
泥
牛
に
参
じ
て
禅
の

問
答
を
す
る
。

文
政
八
年
酉
尊
者
廣
島
教
禅
院
に
留
錫
し
眞
言

宗
諸
寺
院
の
請
に
應
じ
四
教
義
、
法
華
會
義
、

文
政
八
年
。
遷
二
居
廣
島
教
禪
院
一。
講
二
四
教
儀
。

法
華
玄
義
。
三
教
指
歸
一。
兼
弘
二
專
修
念
佛
一。
緇

一
八
二
五
（
文
政
八
年
）
広
島
教
禅
院
に
入
っ

て
天
台
四
敷
義
、
法
華
玄
義
。
三
教
指
歸
等
の
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三
教
指
歸
等
を
講
じ

渇
仰
。
道
聲
大
震
。

講
義
を
す
る
。
そ
し
て
専
修
念
佛
を
弘
め
る
。

十
二
年
春
二
月
。
寓
レ
于
二
京
都
建
仁
寺
一。
補
二
緝

嚴
島
高
麗
藏
經
散
片
六
百
除
巻
一。
留
寓
之
問
。
臼

雀
巣
レ
簷
。
時
人
咸
稱
二
護
法
奇
瑞
一
也
。
敏
應
二

請
四
方
一。
居
不
レ
暖
レ
席
。
齢
巳
古
稀
。
殆
倦
二
應

一
八
二
九
（
文
政
十
二
年
）
厳
島
神
社
の
高
麗

版
大
蔵
経
（
六
百
巻
余
）
に
欠
本
が
あ
る
と
分

か
り
、
京
都
建
仁
寺
に
泊
ま
り
な
が
ら
欠
本
の

部
分
を
集
め
補
う
。

接
一。
蟄
二
居
藝
海
猪
口
島
一。
期
二
一
千
日
一。
不
レ

出
二
庵
門
一。

天
保
五
年
三
月
讃
州
高
松
本
門
院
に
て
教
観
綱

宗
を
講
じ
、

一
八
三
四
（
天
保
五
年
）
讃
岐
高
松
の
本
門
院

で
智
旭
著
『
教
観
綱
宗
』
の
講
義
を
す
る
。

天
保
九
戊
年
再
び
高
松
よ
り
の
請
に
應
じ
十
不

二
門
法
花
入
疏
、
及
神
國
決
疑
編
を
講
じ
玉
ふ

に
、
六
宗
の
僧
徒
お
よ
び
士
太
夫
に
至
る
ま
で

隨
喜
し
聴
聞
せ
り
。

ま
た
、
天
保
九
年
に
再
び
高
松
で
「
十
不
二

門
」
と
『
神
國
決
疑
編
』
の
講
義
を
す
る
と
、

多
く
の
僧
俗
が
随
喜
し
て
、
聴
聞
し
た
。

弘
化
二
乙
已
年
九
月
廿
四
、
五
日
嚴
島
の
千
疊

敷
に
於
て
大
念
佛
會
執
行
あ
り
、
廣
島
地
方
よ

り
施
行
と
し
て
渡
し
船
三
十
艘
出
し
貴
賎
老
若

有
信
の
輩
を
渡
海
な
さ
し
め
、

一
八
四
五
（
弘
化
二
年
）
九
月
二
十
四
、
二
十

五
日
に
厳
島
の
千
畳
敷
で
大
念
仏
会
が
厳
修
さ

れ
た
。
広
島
地
方
か
ら
貴
賤
老
若
の
者
を
船

（
三
十
隻
）
で
渡
ら
せ
た）

（
（

。�

其
後
備
後
國
尾
の
道
三
木
屋
某
が
九
月
廿
五
日
西

方
よ
り
少
し
南
の
方
に
當
り
五
色
の
瑞
雲
一
天
に

た
な
び
き
た
る
を
見
て
、
奇
異
の
思
を
な
し
、
月

日
を
記
し
お
き
け
る
が
正
し
て
嚴
島
大
念
佛
會
の

當
日
な
り
と
、
益
々
信
者
と
な
り
た
き
り
。

教
禅
院
を
辭
し
て
甘
露
庵
に
歸
洛
せ
し
其
口
畿

に
、
う
き
世
を
は
出
に
心
後
も
う
き
世
な
り
う

き
世
の
せ
き
は
幾
重
な
る
ら
ん
。

そ
の
後
、
備
後
國
尾
の
道
三
木
屋
の
某
人
が
九

月
二
十
五
日
に
西
方
よ
り
五
色
の
瑞
雲
一
天
に

た
な
び
く
の
を
み
る
。
そ
の
奇
瑞
は
大
念
仏
会

の
当
日
で
あ
り
、
益
々
篤
信
者
と
な
っ
た
。

教
禅
院
を
辞
し
て
甘
露
庵
に
戻
っ
た
。

弘
化
三
丙
午
年
正
月
備
前
佛
心
寺
衆
僧
の
請
に

應
じ
彌
陀
経
要
解
を
講
じ
眞
言
、
浄
土
、
天
台

の
俗
侶
列
座
聴
聞
せ
り
。

一
八
四
六
（
弘
化
三
年
）
一
月
備
前
佛
心
寺
の

請
に
応
じ
て
智
旭
著
『
彌
陀
経
要
解
』
の
講
義

を
す
る
と
、
真
言
、
浄
土
、
天
台
の
僧
俗
が
聴

聞
し
た
。
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二
月
岡
山
寺
観
音
坊
に
て
授
戒
會
を
修
し
國
主

の
御
母
君
寛
彰
院
と
申
せ
し
殊
の
外
御
歸
依
深

く
ま
し
ま
し
日
課
稱
名
怠
り
な
く
其
後
又
尾
張

　

二
月
に
岡
山
寺
の
観
音
坊
で
授
戒
会
を
修
し
、

国
主
の
母
、
寛
彰
院
は
日
課
誓
約
し
、
寛
彰
院

は
怠
り
な
く
称
名
を
続
け
た
。

の
豪
潮
律
師
よ
り
七
言
を
お
く
り
無
底
海
中
持

一
嚢
風
波
動
静
以
禪
床
菩
提
心
樹
三
千
丈
夏
日

朝
陰
見
免
涼
、

嘉
永
四
辛
亥
年
懇
請
に
應
じ
て
石
洲
大
森
勝
源

寺
大
田
村
の
大
願
寺
其
外
十
四
ケ
所
に
て
念
佛

弘
通
な
し
。

嘉
永
四
年
。
春
三
月
。
應
二
請
石
州
一。
弘
二
通
念

佛
一。
誓
二
約
日
課
一
者
。
二
千
六
百
餘
人
。
五
月

還
レ
于
二
猪
口
島
一。
老
病
危
篤
。

一
八
五
一
（
嘉
永
四
年
）
石
見
の
国
の
大
森
の

勝
源
寺
、
大
田
村
の
大
願
寺
そ
の
他
十
四
ケ
所

に
掛
錫
し
て
念
佛
の
法
を
弘
通
し
た
。

同
五
壬
子
年
三
月
初
旬
備
中
笠
岡
玄
忠
寺
に
て

一
七
日
間
念
佛
弘
通
し
、
又
玉
島
本
覺
寺
圓
乗

院
に
お
い
て
授
戒
會
あ
り
其
後
藝
州
吉
田
へ
行

き
念
佛
弘
通
な
し
玉
ひ
事
お
は
り
て
、
後
族
中

の
疲
れ
廣
島
教
禪
院
ま
で
歸
り
服
藥
な
し
次
第

に
快
氣
の
體
に
な
ら
せ
玉
へ
ば
、
避
暑
の
た
め

と
て
生
口
島
白
毫
庵
に
て
長
養
し
玉
ふ
、
病
悩

餘
ほ
ど
去
り
け
れ
ど
も
、
何
ん
と
な
く
食
餌
昧

な
く
日
に
増
し
て
衰
弱
し
終
焉
近
か
く
ぞ
見
へ

さ
せ
玉
ひ
け
る
、

一
八
五
二
（
嘉
永
五
年
）
三
月
初
旬
に
備
中
笠

岡
の
玄
忠
寺
で
十
七
日
間
念
仏
弘
通
し
た
。
玉

島
本
覺
寺
の
圓
乗
院
で
授
戒
会
あ
り
、
そ
の
後

芸
州
吉
田
へ
行
き
念
仏
弘
通
す
る
。

そ
れ
か
ら
広
島
教
禅
院
に
帰
り
、
体
が
衰
弱
し

て
終
焉
が
近
い
と
気
づ
く
。

八
月
十
四
日
よ
り
前
症
再
發
の
す
が
た
に
て
湯

藥
驗
な
く
、

八
月
十
四
日
に
病
が
再
発
す
る
。

九
月
七
日
。
棹
二
輕
舟
一。
將
レ
還
二
備
中
甘
露
庵
一。

九
月
四
日
弟
子
靈
瑞
を
よ
び
の
玉
ふ
に
、
我
い

さ
ゝ
か
感
見
の
事
あ
り
、
命
數
已
に
盡
さ
た
る

を
知
れ
り
、
乗
船
し
て
備
中
の
舊
庵
に
歸
錫
す

九
日
午
時
。
泛
二
舟
笠
岡
洋
中
一。
俄
然
金
剛
合
掌
。

高
穆
二
往
生
願
文
一。
字
道
分
明
也
。
次
唱
二
阿
彌

九
月
四
日
に
弟
子
を
呼
び
、
備
中
の
甘
露
庵
に

帰
り
た
い
と
願
っ
た
。
弟
子
は
僧
敏
を
船
に
乗
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べ
し
と
て
歸
装
調
ず
る
ほ
ど
に
七
日
に
も
な
り

し
か
ば
ま
す
〳
〵
お
と
ろ
へ
玉
ふ
。
御
大
切
の

折
か
ら
自
然
船
中
に
て
、
御
往
生
の
程
も
は
か

り
が
だ
く
萬
一
も
左
樣
な
る
事
ど
も
有
て
は
不

學
薄
信
の
輩
か
れ
こ
れ
と
沙
汰
し
申
す
ベ
し
な

ど
ゝ
い
ろ
〳
〵
言
葉
を
つ
く
し
い
さ
め
ま
い
ら

す
れ
ど
も
我
ゆ
へ
あ
り
て
歸
庵
せ
ん
と
す
、
た

と
ひ
船
中
に
て
往
生
す
る
と
も
更
ら
に
更
ら
に

苦
し
か
ら
ず
、
船
は
實
に
我
の
こ
の
む
所
な
り

と
九
月
七
日
夜
艤
ほ
ひ
し
乗
せ
ま
ひ
ら
せ
八
日

晩
方
至
り
水
を
乞
ひ
手
を
洗
ひ
て
印
を
結
び
自

ら
臨
終
の
加
持
を
な
し
、
弟
子
順
戒
に
も
時
々

加
持
す
ベ
し
と
。

自
ら
金
剛
合
掌
し
聲
を
打
ち
あ
げ
歸
命
頂
禮
常

往
三
寳
と
唱
へ
、
ま
た
願
く
ば
此
香
花
雲
十
方

界
に
遍
満
し
無
邊
佛
土
中
無
量
香
荘
嚴
具
足
菩

薩
道
成
就
如
來
香
と
。

陀
佛
一
二
十
餘
遍
。
稱
名
漸
微
。
而
恬
然
而
逝
。

保
壽
七
十
六
。
慧
命
六
十
九
。
門
人
茶
三
毘
於
二

眞
岳
山
一
塔
レ
于
二
其
側
一
矣
。

せ
て
出
発
し
、
七
日
後
、
師
は
さ
ら
に
弱
り
、

船
中
で
の
往
生
を
覚
悟
し
な
が
ら
金
剛
合
掌
し

て
「
願
文
」
を
唱
え
た
。

平
日
の
知
く
聲
を
打
ち
あ
げ
弟
子
等
命
終
の
時

に
臨
み
て
心
顚
倒
せ
ず
心
錯
亂
せ
ず
心
失
念
せ

ず
身
心
に
諸
の
苦
痛
な
く
身
心
快
樂
に
し
て
禪

室
に
入
る
が
如
く
聖
衆
現
前
し
玉
ひ
て
佛
の
本

願
に
乗
じ
て
安
樂
國
に
往
生
せ
ん
、
彼
國
に
至

り
お
は
り
て
六
神
通
を
得
て
十
方
界
に
入
り
苦

の
衆
生
を
救
攝
せ
ん
、
虚
空
法
界
も
盡
ん
や
、

我
願
ひ
て
亦
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ん
、
發
願
し

終
り
て
至
心
に
阿
彌
陀
佛
に
歸
命
し
奉
る
と
、

念
佛
二
十
遍
唱
へ
た
ま
ふ
聲
次
第
に
幽
か
に
な

り
眠
る
が
如
く
命
終
し
玉
ふ
、
實
に
嘉
永
五
壬

さ
ら
に
善
導
の
「
發
願
文
」
を
称
え
、
念
仏
を

二
十
遍
余
唱
え
て
往
生
を
と
げ
た
。

時
に
嘉
永
五
年
九
月
九
日
、
享
年
七
十
六
歳
。

そ
れ
か
ら
弟
子
た
ち
は
真
岳
山
で
荼
毘
に
付
し

て
、
甘
露
庵
に
葬
っ
た
。
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子
歳
九
月
九
日
正
午
時
な
り
。

禀
命
七
十
六
、
法
壽
六
十
九
な
り
、
弟
子
等
遺

骸
を
甘
露
庵
に
葬
る
。

安
養
院
覺
忍
し
る
す

著
書
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

因
に
尊
者
生
存
中
其
作
と
し
て
現
今
刊
行
本
と

な
り
て
残
れ
る
重
な
ろ
書
と
し
て
次
の
如
し
。

六
字
名
號
呼
法
辧
一
巻

密
成
律
師
述
作
諸
書
目
録

所
レ
著
有
二

散
心
念
佛
往
生
編
一
巻

一
、
六
字
名
號
呼
法
辮　
　
　
　
　
　
　

一
冊

神
國
決
疑
編
考
證
。

散
心
念
佛
往
生
編
和
字
圖
會
一
巻

一
、
神
道
異
設
辯
亦
名
神
佛
一
致
編　
　

一
冊

念
佛
追
福
編
。

和
字
圖
會
念
佛
追
輻
編
一
巻

一
、
神
國
決
疑
編
考
證　
　
　
　
　
　
　

一
冊

散
心
持
名
往
生
編
。

六
字
名
號
呼
法
辧
釋
難
一
巻

一
、
散
心
念
佛
往
生
編　
　
　
　
　
　
　

一
冊

六
字
名
號
呼
法
辧

六
字
名
號
呼
法
弊
或
問
一
巻

一
、
散
心
念
佛
和
字
圖
會　
　
　
　
　
　

一
冊

等
十
除
部
一。
竝
行
レ
于
レ
世
矣
。

澆
末
念
佛
法
語
一
冊

一
、
和
字
圖
會
念
佛
追
福
編　
　
　
　
　

一
冊

訛
略
念
佛
辧
一
冊

一
、
往
生
勤
行
諸
式
折
本　
　
　
　
　
　

一
冊

往
生
勤
行
諸
式
一
冊

一
、
西
方
浄
業
式
折
本　
　
　
　
　
　
　

一
冊

賛
曰
。
余
少
時
。
侍
二
敏
師
一
三
年
。
委
知
二
行

履
一。
師
性
度
質
朴
。
持
律
甚
嚴
。
絹
帛
不
レ
纏
レ

身
。
績
二
命
三
白
食
一。
兼
學
二
台
密
禪
淨
一。
生
平

行
説
。
不
レ
滞
二
一
方
一。
吁
尖
。
能
説
能
行
。
曠

世
偉
人
矣
。

西
方
淨
業
式
一
冊

一
、
六
字
名
號
呼
法
辯
釋
難　
　
　
　
　

一
冊

直
道
法
師
感
瑞
往
生
傳
一
珊

一
、
和
字
圖
會
直
道
師
感
瑞
往
生
傳　
　

一
冊

一
、
和
字
圖
會
神
佛
一
致
編　
　
　
　
　

一
冊

神
道
異
読
辧
一
冊

神
國
決
疑
編
考
證
一
冊

和
字
圓
會
神
佛
一
致
編
一
冊�

　

伝
記
の
最
後
に
挙
げ
て
い
る
著
作
を
見
る
と
、
僧
敏
に
は
浄
土
教

に
関
す
る
多
く
の
著
作
が
見
ら
れ
る
。『
続
日
本
高
僧
伝
』
の
僧
敏

伝
に
は
次
の
よ
う
な
賛
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
兼
學
二
台
密
禪
淨
一。

生
平
行
説
。
不
レ
滞
二
一
方
一。」
と
あ
る
よ
う
に
、
僧
敏
は
天
台
、
密

教
、
禅
と
浄
土
を
兼
学
し
て
、
そ
の
説
法
は
一
辺
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
と
称
え
て
い
る
。

　

僧
敏
の
著
作
の
中
で
、
同
じ
題
名
で
漢
文
の
も
の
と
和
文
の
も
の

が
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、
違
っ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
漢
文
の
も
の

は
教
義
の
も
の
と
し
て
著
述
し
、
和
文
の
も
の
は
説
法
用
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
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僧
敏
は
専
修
念
仏
を
常
に
修
し
、
安
養
庵
の
覺
忍
に
長
さ
三
間
の

名
号
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
伝
記
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
僧
敏

は
善
導
の
「
発
願
文
」
を
称
え
念
仏
往
生
し
た
。
こ
れ
は
善
導
・
法

然
の
浄
土
教
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。

　

天
台
僧
で
あ
っ
た
僧
敏
が
、
法
然
浄
土
教
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い

た
か
興
味
深
い
所
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
僧
敏
の
著
作
を
整
理
し
、

僧
敏
の
浄
土
教
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

1　
『
叡
山
宗
教
』
第
二
巻
第
八
号
、
大
正
十
年
八
月
十
八
人
発
行
、
発
行
所　

天
台
宗
西
部
大
学
出
版
部
。

2　

僧
敏
の
紹
介
は
こ
の
他
に
『
増
訂
再
版
日
本
佛
家
人
名
辞
書
』、『
仏
教
大

辞
彙
』（
龍
谷
大
学
）、
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
『
続
日
本
高
僧
伝
』
を
も

と
に
記
載
し
て
い
る
。『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
前
の
二

つ
よ
り
さ
ら
に
詳
し
い
記
載
で
あ
る
。

3　

圓
俊
記
「
甘
露
庵
密
成
略
歴
」、『
叡
山
宗
教
』　

第
二
巻
第
八
号　

大
正

十
年
八
月
十
八
日
発
行

4　
「
続
日
本
高
僧
伝
」
巻
第
九
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
史
伝
部
三　

七
六
頁

5　

西
山
拙
斎　

備
中
の
儒
学
者
十
六
歳
で
大
阪
に
行
き
、
古
林
見
宣
で
医
術
、

播
磨
の
人
、
岡
白
駒
に
儒
学
を
学
ん
だ
。（『
大
日
本
人
名
辞
書
』
下
巻
）

6　

唯
門　

明
王
院
第
二
十
六
世
唯
門
紫
厳
和
尚
、
紫
雲
寺
甘
露
庵
の
開
祖
。

7　

宮
島
の
千
畳
閣
に
は
密
成
律
師
の
書
い
た
大
き
な
額
が
あ
る
。
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『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
「
名
字
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

村　

上　

真　

瑞

今
回
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
「
名
字
」
に
焦
点
を
当
て
て

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

か
検
証
し
て
み
た
い
。
さ
て
、「
名
字
」
に
な
ぜ
注
目
し
た
か
と
い

う
点
で
あ
る
が
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
巻
第
二
に
お
い
て
、
特
に

「
名
字
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
名
字
」
で
あ
っ

て
「
名
号
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
も
注
目
し
て
み
た
い
。

　
「
名
字
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「『
釋
淨
土
群
疑
論
』
索
引
」
に
お

い
て
次
の
十
三
箇
所
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
巻
帖
行
は
す
べ

て
寶
永
版
の
も
の
で
あ
る
。

み
ょ
う
じ
〔
名
字
〕

一
巻
十
三
帖　

二
行　

等
是
化
生
非
趣
如
是
等〈
名
字
〉寛
狹
體
性
差
別

二
巻　

八
帖　

一
行　

且
觀
此
諸
佛〈
名
字
〉爲
是
有
耶
爲
是
无
耶
爲
有

二
巻　

八
帖　

二
行　

實
耶
爲
无
實
耶
善
男
子
若〈
名
字
〉有
説
食
與
人

二
巻　

八
帖　

四
行　

以
故
説
食
尋
飽
不
須
食
故
按
此
經
義
欲
明〈
名*

字
〉性
空
不
能
詮
説
諸
法
今
既
教
人
專
稱
佛
名

二
巻　

八
帖　

八
行　
〈
名
字
〉虚
假
无
有
定
實
故
經
言
文
字
性
離
无
有

二
巻　

八
帖
十
三
行　

譬
興
焉〈
名
字
〉性
空
故
捨
舩
之
喩
作
矣
佛
以
愚

二
巻　

九
帖　

四
行　

知〈
名
字
〉體
虚
本
无
眞
實
凡
夫
莫
悟
浪
起
愛
憎

二
巻　

九
帖　

五
行　

諍
名
於
朝
沈
淪
惡
道
若
言〈
名
字
〉无
用
不
能
詮

二
巻　

九
帖
十
二
行　

不
得
唯
言〈
名
字
〉虚
假
不
有
詮
説
者
也

四
巻
二
十
帖
十
二
行　

悔
同
者
上
生
經
言
聞
是
菩
薩
大
悲〈
名
字
〉五
體

六
巻
二
十
九
帖
九
行　

問
曰
何
因
聞
十
二
部
經
首
題〈
名
字
〉只
滅
千
劫

六
巻
三
十
三
帖
九
行　

六
十
二
億
恒
河
沙
菩
薩〈
名
字
〉復
盡
形
供
養
飮

七
巻
十
九
帖
八
行　

端
身
正
向
不
取
相
貎
係
心
一
佛
專
稱〈
名
字
〉念

　

こ
の
中
、
第
二
巻
を
中
心
に
「
名
字
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の

意
味
に
つ
い
て
真
俗
二
諦
の
立
場
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず

そ
の
論
の
展
開
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
二
巻
以
外
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
箇
所
で
の
用
法
も
考
察
し
て
み
た
い
。
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問
曰
法
句
經
言
佛
告
寶
明
菩
薩
言
善
男
子
汝
且
觀
此
諸
佛
名
字
爲
是

有
耶
爲
是
无
耶
爲
有
實
耶
爲
无
實
耶
善
男
子
若
名
字
有
説
食
與
人
應

得
充
飽
若
得
充
飽
一
切
飮
食
即
无
所
用
何
以
故
説
食
尋
飽
不
須
食
故

按
此
經
義
欲
明
名
字
性
空
不
能
詮
説
諸
法
今
既
教
人
專
稱
佛
名
號
能

消
重
障
之
罪
往
生
西
方
何
異
説
食
充
飽
談
漿
除
渇
也
（
一
）
二
巻
七

帖
～
八
帖

【
解
説
】
こ
こ
に
お
い
て
は
、
対
論
者
が
、
第
一
義
諦
か
ら
の
論
を

展
開
し
て
、
浄
土
教
に
対
す
る
批
判
す
る
問
い
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

名
称
は
究
極
的
に
は
虚
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、（
名
前
に
よ
っ
て
）

あ
ら
ゆ
る
存
在
を
具
さ
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
今

（
浄
土
教
に
お
い
て
は
）、
既
に
人
に
対
し
て
專
ら
佛
の
名
號
を
口
に

称
え
れ
ば
、
重
く
往
生
の
障
り
と
な
る
罪
を
消
し
て
西
方
淨
土
に
に

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
教
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
究

極
的
に
虚
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

釋
曰
依
諸
大
乘
微
妙
經
典
咸
言
名
字
虚
假
无
有
定
實
故
經
言
文
字
性

離
无
有
文
字
（
二
）
二
巻
八
帖

【
解
説
】
大
乘
の
經
典
に
よ
る
に
、
す
べ
て
仮
に
つ
け
た
名
称
は
い

つ
わ
り
で
あ
っ
て
定
っ
た
真
実
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、

經
に
（
表
記
す
る
た
め
の
）
文
字
は
本
質
を
離
れ
て
い
て
、
文
字
に

真
実
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。

又
言
名
義
互
爲
客
菩
薩
應
尋
思
然
即
寂
嘿
无
言
湛
然
宴
坐
即

隣
无

得
道
之
望
須
跋
靡
證
果
之
辰
（
三
）
二
巻
八
帖

【
解
説
】
こ
こ
で
、
浄
土
教
（
俗
諦
）
の
立
場
か
ら
懷
感
は
反
論
す

る
。
名
称
が
虚
し
い
と
い
っ
て
、
言
語
を
通
さ
ず
に
悟
り
の
内
容
を

伝
え
る
す
べ
は
な
い
で
は
な
い
の
か
。
釈
尊
も
最
終
的
に
初
転
法
輪

を
言
語
を
用
い
て
行
っ
て
い
る
。

雖
能
所
説
殊
不
可
談
食
得
飽
終
名
有
詮
表
而
因
言
會
理
因
言
會
理
故

指
月
之
譬
興
焉
名
字
性
空
故
捨
舩
之
喩
作
矣
（
四
）
二
巻
八
帖

【
解
説
】
筏ば
つ

喩ゆ

経き
よ
うは
、
小
乗
経
の
中
の
中
阿
含
経
第
五
十
四
巻
に
第

二
百
経
と
し
て
、
阿あ

梨り

咤た

経き
よ
うの

名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
阿
梨
咤
比

丘
と
い
う
人
は
、
比
丘
に
妻
室
が
有
っ
て
も
修
行
の
妨
げ
に
な
ら
な

い
、
婬
欲
は
道
法
を
障
礙
せ
ず
と
言
い
は
り
、
仏
に
訶
責
さ
れ
た
。

仏
は
、
こ
こ
で
筏い
か
だに

喩た
と
えを

引
い
て
、
目
的
を
達
す
る
た
め
の
単
な
る

道
具
に
過
ぎ
な
い
言
葉
に
、
い
つ
ま
で
も
拘
と
ら
わ
れる

愚
さ
を
説
か
る
。
す

な
わ
ち
、
あ
る
大
河
が
有
り
、
渡
る
べ
き
橋
も
船
も
無
い
、
あ
る
旅

人
は
、
岸
辺
に
流
木
を
集
め
て
筏
を
造
り
、
そ
れ
で
河
を
渡
っ
た
。

し
か
し
渡
り
お
え
た
後
に
も
、
こ
の
筏
は
役
に
立
っ
た
か
ら
と
言
っ

て
、
肩
に
載
せ
て
旅
を
続
け
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？
仏
は
、
実
際
に
婬

欲
は
道
法
を
障
礙
せ
ず
と
言
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
目
的
を
達
す
る
た
め
の
単
な
る
言
葉
で
あ
り
、
時
と
人
が
代
れ
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ば
、
ま
た
替
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
経
の
大
意

で
あ
る
。

　

我
々
は
誰
し
も
、
常
に
、
こ
こ
に
留
意
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
と
類
似
の
喩
は
他
に
も
あ
り
、
例
え
ば
、
あ
れ
を
見
よ

と
言
っ
て
月
を
指
さ
す
と
、
月
を
見
ず
に
指
先
ば
か
り
を
見
る
と
い

う
よ
う
な
喩
も
あ
る
。http://w

w
w
.geocities.jp/tubam

edou/
SonotaButten/A

ritaK
you/A

ritaK
you.htm

　

参
照

佛
以
愚
夫
執
著
縁
名
生
惑
或
愛
或
恚
具
造

非
罵
我
讚
我
起
生
起
殺

具
十
惡
業
顛
墜
三
塗
故
破
彼
惑
情
言
文
字
虚
假
（
五
）
二
巻
八
帖

【
解
説
】
愚
か
な
者
は
、
事
物
に
固
執
し
て
離
れ
ず
名
称
を
心
の
対

象
と
し
て
迷
い
を
生
じ
て
、
あ
る
時
は
喝
愛
、
あ
る
時
は
怒
り
な
ど

の
、
具
体
的
な
あ
や
ま
ち
を
行
う
。
そ
の
ゆ
え
名
称
や
文
字
は
虚
偽

で
あ
る
と
伝
え
る
。

縦
令
讚
毀
何
榮
辱
汝
身
若
言
因
讚
即
榮
華
汝
身
毀
謗
即
損
汝
形
質
亦

應
説
食
得
飽
言
火
焚
躯
雖
終
日
口
談
味
珍
不
免
飢
虚
之
困
竟
夕
説
於

炬
火
莫
見
焚
身
之
殃
故
知
名
字
體
虚
本
无
眞
實
凡
夫
莫
悟
浪
起
愛
憎

諍
名
於
朝
沈
淪
惡
道
（
六
）
二
巻
八
帖
～
九
帖

【
解
説
】
名
称
は
そ
の
本
体
が
空
で
あ
っ
て
根
本
に
真
実
は
な
い
の

に
、
愚
か
で
凡
庸
な
者
は
、
そ
の
こ
と
を
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
、
み

だ
り
に
好
も
し
く
思
っ
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
感
情
を
起
し
て
名
称
に

固
執
し
て
そ
の
わ
ざ
わ
い
に
よ
り
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
の
三
悪
道
に

沈
ん
で
い
く
こ
と
を
明
か
す
。

若
言
名
字
无
用
不
能
詮
諸
法
體
亦
應
喚
水
火
來
命
男
女
至
彼
既
一
一

呼
召
无
有
參
差
故
知
筌
蹄
不
空
魚
兎
斯
得
故
使
梵
王
啓
請
轉
正
法
輪

大
聖
應
機
弘
宣
妙
旨
（
七
）
二
巻
九
帖

【
解
説
】
こ
こ
か
ら
懷
感
の
反
駁
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
名
称
は

役
に
立
た
な
い
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
実
際
言
語
活
動
に

よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
、
初
転
法

輪
に
於
い
て
、
梵
天
の
王
を
し
て
佛
の
説
か
れ
た
正
し
い
教
え
を
、

名
称
・
言
語
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
を
願
い
乞
わ
せ
し
め
、
釈
迦
牟

尼
世
尊
は
教
え
を
受
け
る
人
の
精
神
的
素
質
に
応
じ
て
す
ぐ
れ
た
趣

旨
を
名
称
・
言
語
を
も
っ
て
述
べ
ひ
ろ
め
ら
れ
、
仏
教
を
こ
こ
ま
で

布
教
さ
れ
た
。

三
藏
奥
旨
煥
爛
於
龍
宮
十
二
部
經
照
彰
於
鷲
嶺
人
天
凡
聖
咸
禀
至
言

五
道
四
生
並
遵
遺
訓
聽
聞
讀
誦
利
益
弘
深
稱
念
佛
名
往
生
淨
土
亦
不

得
唯
言
名
字
虚
假
不
有
詮
説
者
也
（
八
）
二
巻
九
帖

【
解
説
】
経
・
律
・
論
で
あ
る
三
藏
も
す
べ
て
文
字
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
達
を
救
い
、
経
典
を
読
誦

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
恩
恵
は
甚
だ
広
く
深
く
し
て
常
に
佛

の
名
を
称
え
、
心
に
佛
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
り
淨
土
に
往
生
す
る
こ
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と
も
で
き
る
。
名
称
や
言
語
表
現
は
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
重
要
に

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

と
し
て
、
最
終
的
に
は
、「
名
字
」
は
第
一
義
諦
の
立
場
か
ら
、

そ
こ
に
実
体
や
真
実
は
な
い
と
一
度
否
定
さ
れ
る
が
、
釈
尊
も
そ
の

「
名
字
」
言
語
を
用
い
て
我
々
に
言
葉
を
超
え
た
真
実
を
説
き
示
さ

れ
た
。
従
っ
て
「
名
字
」
は
俗
諦
の
立
場
か
ら
大
変
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
て
、
経
典
読
誦
や
称
名
念
仏
の
功
徳
は
、
そ
こ
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、「
名
号
」
で
な
く
、「
名
字
」
と
い
う
述
語
を
使
っ
て
い

る
に
は
訳
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
念
佛
を
捉
え
る
時
は
「
名
号
」
を

用
い
、「
名
字
」
と
は
い
わ
な
い
。
従
っ
て
第
一
義
諦
の
立
場
か
ら
、

真
実
は
な
い
、
虚
仮
で
あ
る
と
一
度
否
定
す
る
の
に
、
念
佛
と
関
連

深
い
「
名
号
」
の
述
語
は
使
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
。
以
下
他
の
箇
所
に
用
い
ら
れ
る
「
名
字
」
の
用
法
で
あ
る
。
す

べ
て
、「
名
称
」、「
名
前
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
引
用
部

分
の
解
説
を
付
し
て
お
く
。

如
是
等
名
字
寛
狹
體
性
差
別
此
經
論
等
有
此
不
同
豈
得
有
漏
識
心
所

變
淨
土
之
言
則
令
是
三
界
攝
也
（
九
）
一
巻
十
三
帖

【
解
説
】
以
上
の
よ
う
に
名
称
が
表
す
範
疇
に
は
広
い
も
の
狭
い
も

の
が
あ
り
、
極
楽
浄
土
も
煩
惱
が
あ
る
と
し
て
す
ぐ
さ
ま
三
界
に
含

ま
れ
る
と
し
て
い
る
唯
識
の
説
を
否
定
し
て
、
煩
惱
が
存
在
し
て
も

三
界
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

四
懺
悔
同
者
上
生
經
言
聞
是
菩
薩
大
悲
名
字
五
體
投
地
誠
心
懺
悔
是

諸
惡
業
速
得
清
淨
鼓
音
聲
王
經
言
六
時
專
念
五
體
投
地
等
此
其
同
也

（
十
）
四
巻
二
十
帖

【
解
説
】『
弥
勒
上
生
經
』
に
「
慈
悲
心
を
も
っ
た
弥
勒
菩
薩
の
名
前

を
聞
い
て
五
體
投
地
誠
心
懺
悔
す
る
な
ら
ば
悪
い
行
い
は
す
ぐ
さ
ま

煩
悩
の
汚
れ
な
く
清
ら
か
に
な
る
。」
と
。『
鼓
音
聲
王
經
』
に
い
う
、

「
晨
朝
・
日
中
・
日
没
・
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
の
六
時
の
帯
に
五
體

投
地
を
す
る
等
」
と
説
か
れ
る
、
こ
れ
は
「
懺
悔
」
に
お
い
て
同
一

の
内
容
で
あ
る
。

問
曰
何
因
聞
十
二
部
經
首
題
名
字
只
滅
千
劫
重
罪
念
佛
一
聲
乃
滅
五

十
億
劫
重
罪
般
若
云
聞
經
不
逆
勝
供
養
八
百
四
千
萬
億
那
由
他
諸
佛

也
（
十
一
）
六
巻
二
十
九
帖

【
解
説
】『
觀
無
量
壽
經
』
に
仏
の
教
え
全
部
の
経
典
の
題
名
を
聞
く

こ
と
に
お
い
て
は
、
た
だ
千
劫
だ
け
の
間
生
死
を
繰
り
返
す
重
罪
を

消
し
去
る
。
し
か
し
、
念
佛
を
一
声
称
え
る
こ
と
で
五
十
億
劫
も
の

間
生
死
を
繰
り
返
す
重
罪
を
消
し
去
る
と
い
い
な
が
ら
、『
般
若
經
』

に
は
八
百
四
千
萬
億
×
千
億
の
諸
佛
に
対
し
て
供
養
す
る
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
。



─ （（（ ─

如
法
華
經
説
若
復
有
人
受
持
六
十
二
億
恒
河
沙
菩
薩
名
字
復
盡
形
供

養
飮
食
衣
服
臥
具
醫
藥
於
汝
意
云
何
是
善
男
子
善
女
人
功
徳
多
不

（
十
二
）
六
巻
三
十
三
帖

【
解
説
】『
法
華
經
』
に
、
あ
る
ひ
と
が
六
十
二
億
×
無
数
の
菩
薩
の

名
前
を
心
に
お
ぼ
え
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
、
加
え
て
い
の
ち
が
終

わ
る
ま
で
、
の
み
物
食
べ
物
、
着
る
物
、
寝
具
、
医
薬
を
尊
敬
心
を

も
っ
て
仕
え
世
話
を
し
た
。
こ
の
善
を
お
さ
め
た
信
仰
心
の
あ
る
男

女
は
、
果
報
は
多
い
か
少
な
い
か
。

文
殊
般
若
言
隨
佛
方
所
端
身
正
向
不
取
相
貎
係
心
一
佛
專
稱
名
字
念

念
无
休
息
即
是
念
中
能
見
過
去
現
在
未
來
三
世
諸
佛
何
以
故
念
一
佛

功
徳
无
量
无
邊
即
與
无
量
諸
佛
功
徳
无
二
是
名
一
行
三
昧
（
十
三
）

七
巻
十
九
帖

【
解
説
】『
文
殊
般
若
』
に
姿
形
を
対
象
と
せ
ず
、
心
を
一
仏
に
つ
な

い
で
ひ
た
す
ら
名
前
を
口
に
と
な
え
て
休
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ

の
一
瞬
の
中
に
、
三
世
の
諸
佛
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
佛
の
名

前
を
口
に
と
な
え
た
果
報
は
、
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
種
の

諸
佛
の
果
報
と
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
心
を
一
つ
の
行
に
定
め
て
修

す
る
三
昧
と
い
う
。

　
註
㈠
～
�
は
す
べ
て『
浄
土
宗
全
書
』の
底
本
で
あ
る
寶
永
版『
釋
淨
土
群
疑
論
』

の
巻
帖
で
あ
る
。
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■
彙
　
報  

平
成
二
十
九
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
九
年
九
月
六
日
・
七
日
の
両
日
、
東
京

の
大
正
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
六
日
（
水
）

　

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
七
日
（
木
）

　

受
付　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

　

一
般
研
究
発
表　
　
　
　

午
前
九
時

　

特
別
部
会　
　
　
　
　
　

午
後
一
時

　

閉
会
式　
　
　
　
　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

【
基
調
講
演
】

浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神

―
教
学
審
議
会
の
答
申
書
「
浄
土
宗
開
宗
８
５
０

年
の
基
本
理
念
」
を
ふ
ま
え
て
―

�

大
正
大
学
名
誉
教
授　

小
澤
憲
珠

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

浄
土
宗
立
教
開
宗
の
精
神

　

パ
ネ
リ
ス
ト

�

浄
土
宗
教
学
院　

平
岡
隆
聡

�

浄
土
宗
布
教
師
会　

安
永
宏
史

�

浄
土
宗
法
式
教
師
会　

清
水
秀
浩

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

�

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

袖
山
榮
輝

【
特
別
部
会
】

『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
が
も
た
ら
す
も
の

　

パ
ネ
リ
ス
ト

�

大
正
大
学
教
授　

林
田
康
順

�

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員　

齊
藤
舜
健

�

東
京
大
学
大
学
院
教
授　

下
田
正
弘

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

�

大
正
大
学
准
教
授　

石
川
琢
道

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
六
日
）

法
然
上
人
伝
法
絵
『
善
導
寺
本
』
の
性
格
に
つ
い

て�

　

平
間
理
俊

浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
公
開
に
つ
い
て　
　
　
　
　

佐
藤
堅
正

九
品
来
迎
図
の
表
現
形
式
再
考�

―
国
宝
中
品
中

生
図
よ
り
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
居
文
彰

「
ペ
ッ
ト
往
生
」
に
つ
い
て
の
考
察�

―
問
題
点
の

整
理
を
通
じ
て
―　
　
　
　
　
　
　
　

石
田
一
裕

冥
・
顕
の
世
界
と
法
然
浄
土
教　
　
　

笹
田
教
彰

法
然
法
語
に
お
け
る
「
不
捨
の
誓
約
」「
摂
取
不

捨
の
誓
ひ
」　�

本
庄
良
文

法
然
研
究
の
回
願
と
展
望　
　
　
　
　

石
上
善
應

▽
第
一
部
会
（
七
日
）

廬
山
寺
蔵
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
お
け
る
法
然

上
人
に
よ
る
推
敲
―
第
一
章
段
に
お
い
て
裏
書
さ

れ
た
師
資
相
承
の
問
答
を
め
ぐ
っ
て
―

�

春
本
龍
彬

『
逆
修
説
法
』
の
説
示
構
成
に
関
す
る
一
考
察

�

安
孫
子
稔
章

良
忠
著
作
中
に
お
け
る
法
然
上
人
御
法
語
に
つ
い

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋
雄
人

『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る
至
誠
心
釈
に
つ
い
て

�

長
尾
隆
寛

聖
光
上
人
の
人
間
観
―
当
時
の
仏
教
へ
の
主
張
―

�

郡
嶋
昭
示
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法
然
「
選
択
留
教
」
と
弥
勒
浄
土
教　
　

南
宏
信

元
亨
版
『
和
語
灯
録
』
と
『
西
方
指
南
抄
』
の
比

較
―
「
三
部
経
大
意
」
の
問
題
に
関
連
し
て

�

市
川
定
敬

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
み
る
蓮
生
の
念
仏
往

生
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
藤
和
興

浄
土
宗
学
と
念
仏
回
向　
　
　
　
　
　

曽
根
宣
雄

▽
第
二
部
会
（
六
日
）

法
然
と
珍
海
浄
土
教　
　
　
　
　
　
　

齋
藤
蒙
光

江
戸
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
一
面
―
懐
音
上
人
を

通
し
て
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
石
寛
成

『
茶
店
問
答
弁
訛
』
に
つ
い
て�

星　

俊
明

増
上
寺
学
寮
寂
静
室
に
つ
い
て　
　
　

石
川
達
也

密
成
僧
敏
の
研
究　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
芳
道

宝
暦
年
間
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

�

遠
藤
聡
明

▽
第
二
部
会
（
七
日
）

『
三
縁
山
志
』
の
研
究
（
Ⅱ
）
―
学
寮
の
所
在
に

つ
い
て
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
篤
史

新
出
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
紀
』
模
本
に
つ
い
て

（
一
）�

―
模
本
流
伝
の
経
緯
と
そ
の
背
景
―

�

　

大
谷
慈
通

新
出
『
当
麻
曼
陀
羅
縁
紀
』
模
本
に
つ
い
て

（
二
）�

―
三
種
の
模
本
と
の
比
較
を
中
心
に
―

�

杉
浦
尋
徳

近
世
に
お
け
る
御
忌
講
に
つ
い
て
―
知
恩
院
を
中

心
に
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
田
友
教

信
瑞
の
伝
承
の
変
遷　
　
　
　
　
　
　

前
島
信
也

重
源
と
明
遍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
茂
樹

日
誉
卓
弁
に
つ
い
て
―
近
世
伊
勢
地
域
の
高
僧
の

一
例
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
直
信

建
永
の
法
難
に
お
け
る
諸
問
題　
　
　

成
田
勝
美

近
世
近
江
知
恩
院
直
末
寺
院
の
相
続
に
つ
い
て

�

伊
藤
真
昭

▽
第
三
部
会
（
六
日
）

選
択
的
視
点
か
ら
見
る
イ
ン
ド
浄
土
教
の
信
仰
形

態　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
御
門
敬
教

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
見
と
智　
　
　

田
中
裕
成

縁
起
説
に
お
け
る
渇
愛
と
取
の
関
係
―upadana

の
用
法
を
中
心
と
し
て
―�

唐
井
隆
徳

大
願
業
力
と
増
上
縁
の
関
係　
　
　
　

小
川
法
道

パ
ー
リ
上
座
部
に
お
け
る
異
門
・
不
異
門
―
聖
典

解
釈
の
諸
相
―　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
俊
史

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説
⑧

（
自
在
神
へ
の
祈
念
Ⅲ
）　�
近
藤
辰
巳

▽
第
三
部
会
（
七
日
）

懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
凡
夫
の
定
義

に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
尾
光
恵

『
決
定
往
生
集
』
第
四
種
子
決
定
に
つ
い
て

�

服
部
純
啓

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
別
時
意
会
通
説
に
つ
い
て

�

杉
山
裕
俊

『
敦
煌
秘
笈
』
所
収
の
礼
懺
文
に
つ
い
て

�

大
屋
正
順

『
安
養
集
』
に
お
け
る
群
疑
論
の
引
用
に
つ
い
て

�

工
藤
量
導

善
導
『
観
経
疏
』
所
説
の
随
縁
説
に
つ
い
て

�

柴
田
泰
山

『
義
楚
六
帖
』
諸
本
考�

山
路
芳
範

在
禅
『
大
五
重
古
今
興
廃
次
第
』
に
つ
い
て

�

曽
和
義
宏

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
説
か
れ
る
「
名
字
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ�

村
上
真
瑞

▽
第
四
部
会
（
六
日
）

大
分
県
寺
院
子
弟
の
檀
林
修
学
に
つ
い
て

�

髙
橋
昌
彦

法
然
上
人
に
お
け
る
決
定
往
生
心
―
布
教
教
化
の

目
的
に
つ
い
て
―�

北
條
竜
士

「
法
然
上
人
恵
月
影
」
関
係
資
料
に
つ
い
て
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�

堤　

康
雄

一
休
禅
師
「
讃
法
然
上
人
偈
」
に
つ
い
て

�

宮
入
良
光

大
日
比
法
洲
上
人
『
一
枚
起
請
講
説
』
現
代
語
訳

に
お
け
る
一
考
察
―
根
本
分
裂
の
記
述
に
つ
い
て

―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木
英
哉

『
摂
津
名
所
図
絵
』
に
お
け
る
法
然
上
人
御
遺
跡

と
『
巡
拝
記
』
の
比
較　
　
　
　
　
　

後
藤
真
法

▽
第
四
部
会
（
七
日
）

中
有
一
考　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
部
真
也

「
相
続
」
を
考
え
る　

�

奈
良
幸
一

浄
土
宗
に
お
け
る
辺
地
・
懈
慢
界　
　

朝
岡
知
宏

凡
夫
往
生
―
愚
者
の
自
覚
―　
　
　
　

炭
屋
昌
彦

月
忌
参
り
に
お
け
る
布
教
の
実
践
に
つ
い
て

�

稲
垣
良
孝

イ
ン
ド
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ　

小
さ
な
お
寺　

京
谷
昌
豊

宗
歌
―
月
は
阿
弥
陀
佛
、
月
か
げ
は
光
明
、
水
は

念
佛
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
田
孝
信

法
然
上
人
の
法
語
の
文
章
表
現
に
つ
い
て

�

吉
田
祐
倫

▽
第
五
部
会
（
六
日
）

「
若
千
（
そ
こ
ば
く
）」
の
一
考
察　
　

森
田
康
友

日
常
勤
行
の
読
誦
に
つ
い
て　
　
　
　

八
橋
秀
法

御
忌
会
の
随
喜
に
つ
い
て　
　
　
　
　

坂
上
典
翁

放
生
会
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

西
城
宗
隆

浄
土
三
部
経
訓
読
に
つ
い
て　
　
　
　

大
澤
亮
我

「
二
祖
大
師
御
法
語
』
の
よ
み
方�

石
川
三
雄

▽
第
五
部
会
（
七
日
）

現
代
日
本
の
宗
教
系
大
学
に
お
け
る
宗
教
的
資
格

の
現
状
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

江
島
尚
俊

日
清
戦
争
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
戦
時
事
業

�

小
林
惇
道

次
世
代
継
承
に
関
す
る
研
究　
　
　
　

名
和
清
隆

仏
教
系
青
年
組
織
の
災
害
支
援
活
動
と
教
義
及
び

実
践　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
海
林
良
昌

「
布
施
の
行
者
」
と
「
生
者
の
善
知
識
」
―
颯
田

本
真
尼
と
輪
島
聞
声
尼
の
出
会
い
―　

坂
上
雅
翁

黒
田
眞
洞
の
著
作
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
影
響
と

そ
の
背
景
―
南
條
文
雄
に
よ
る
『A

�SH
O
RT

　

H
IS
T
O
R
I�O

F
�T
H
E
�T
W
E
L
V
E

　

JA
PA
N
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（汝ら）自身の主張と矛盾することになってしまう。自在神性と一切知者性が、
自在神と一切知者という言葉を意味することは（一般に）承認されているから
である。なぜならば、「火は、火という言葉の意味を含まない」ということは
ありえないからである。

　
「訳注」
１）Mund

4 4

aka-Upanis
4

ad 1.1.9
２）Kāt

4

ha4ka-Upanis
4

ad 5.12
３）“siddhasādhyatā”つまり、すでに一般的に承認されている「自在神」を再証明すると

いう誤り。
４）“asiddaviśes

4

yatā”つまり、未だ一般に承認されていいない「自在神」を主題として扱
うという誤り。

５）“sāmānyatodrst
4 4 4

a”以下、〈帰納法による推定〉と訳す。
６）“predaśa”とあるが、“pradeśa”として読んだ。
７）“pramān

4

a” は、Yoga-sūtra 1-7 で 直 接 知 覚（pratyaks
4

a）、 推 論（anumān
4

a）、 聖 典
（āgama）と規定されている。

　（主な参考文献）
Rukmani, T.S., Yoga-sūtrabhās

4

yavivaran
4

a Vol.1, Munshriram Manoharlal 
Publishers Pvt.Ltd, 2001

Leggetto, Trevor, śan4kara on the yoga sūtras, Motilal Banarsidass Publishers, 
Delhi, 1992
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は起こりえない。病気を治すために、治療などを施すこともないであろう。死
を怖がる理由がないからである。誕生をも知覚したことがないから、自分の身
体は生まれていないと考えてしまう。捨てることも、使うことも、専念するこ
ともなくなってしまう。従って、〈帰納法による推定〉によって、分量などが
卓越していることが普遍であるから、自在神の知は無限であることが成立した。
更にまた、「自在神の一切知者性は否定されるものである」と表現できるから
こそ、その（一切知者性の）存在が承認されたことになるのである。意味を持
たない言葉を否定することはできないから。（一切知者性という言葉は意味を
持つからこそ否定されうるのである。）つまり「否」という語を単独で用いる
ことはできず、「自在神は一切知者ではない

4 4 4 4

」と言われるのである。その場合、
何らかの一切知者性が既に承認されているのである。
　例えば、「ウサギに角は存在しない」、「不妊症の女性に息子はいない」、「虚
空に華は存在しない」という場合に、ある場合に存在している角、息子、華な
どがウサギなどとの関係がある場合にのみ、否定されている。この場合のこれ
と同様のことになる。
　更にまた、「自在神は一切知者ではない」という場合には、自在神という言
葉が意味する内容と、一切知者性との関係を否定することなどによって、自在
神とは異なる何か別のものが一切知者として承認されることになってしまう。
関係のある両者の存在がそれぞれ承認されなければ、結合を否定することは決
してできない。（つまり、一切知者性の存在は承認されているので、自在神と
の関係が否定されれば、自在神以外の何か別の存在が一切知者性をもたねばな
らないことになる。）
　しかしながら、その正しい結合（つまり、自在神は一切知者であるという結
合）が否定され、また、正しくないそれ（つまり、一切知者は自在神以外の何
か別ものであること）が承認される。そのようなことをしても徒労に終わるだ
けである。自在神と一切知者の両者は、言葉の意味がすでに承認されており、
否定されえないからである。すなわち、「虚空は無限に広がるものではない」
といって、承認されている「虚空が無限に広がっていること」を否定して、無
限に広がりがあるとは承認されていない（例えば）壺などにおいて、それ（即
ち、無限性）を確立しようとすることは正しくない。
　もしも、関係を有する自在神と一切知者性とが否定される場合を想定すると、
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　もし、「（ヨーガ学派の）推論に矛盾があるから支持することはできない。」
というのならば、「アートマンなども、〈正しく認識されるべきもの〉であり、
また〈実体〉などであるから。地などと同様に」という推論に矛盾があること
を（あなた方によって）指摘しているのかもしれない。しかしこの場合、推論
に矛盾があることにはならない。（この推論に矛盾があるとするとアートマン
の存在を否定することになってしまい）推論そのものが成立しなくなってしま
うからである。
　もし、（あなた方が）「推論を用いずに主張することが意図するところであ
る。」というのならば、直接知覚さえもが信頼できなくなってしまう（つまり、
否定されてしまう）。（さらに）「いずれ確定されるブッディを生じるから、直
接知覚は正しい認識根拠である。」というならば、推論もまた、その確定され
たブッディから生じるのであるから、正しい認識根拠ということになる。（つ
まり、推論の存在を認めることになる）
　もし、（あなた方が）「（直接知覚によって）明確な関係が認められる煙（と
火）などをのみ対象とするのが推論である。」というのならば、そのような推
論は成立しない。つまり、「煙のある場所６）に火はない。直接知覚によって、
火との関係が認識されていない場合には、（煙ある場所ではなく）ただの場所
であるから。火の無が認識されている場所と同様に。」ということ（つまり誤
った推論）が成立してしまうことになる。
　もし、（あなた方が）「他の認識の結果と一致するから、関係が知覚されてい
ない対象に関する推論は推論として機能する」というのならば、直接知覚が正
しい認識手段として成立することの理由もまた、「他の認識の結果と一致する
から」ということになってしまう。ちょうど、（あなた方が主張する）推論と
同様である。つまり、（直接知覚そのものが）正しい認識手段とは言えなくな
ってしまう。（なぜならば、直接知覚は正しい認識そのものであり７）、直接知
覚の認識結果が）他の（誤った）認識結果と一致することはないからである。

〈帰納法による推定〉などと同様である。従って、〈帰納法による推定〉が正し
い認識根拠であるということは、すでに確定したブッディに基づくから、破棄
されることはできない。
　更に、〈帰納法による推定〉が根拠と認められないならば、自らの身体の死
滅に関わる特徴は過去に経験されていないのであるから、蛇などを見ても恐怖
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り４）に陥ってしまう。
「自在神は、一切知者ではないと言っているだけだ」というならば、それの場
合もまた、承認済みのこと（つまり自在神は一切知者であるということ）を改
めて（反対）証明しなければならないことになる。
　同様に、まさに（あなた方の学派の）承認事項との矛盾でもある。どうして
かというと、まず、自在神性と一切知者性の種子は増大してゆくと、いつか極
限に至るということは、当然のこととして承認される。ものが増えるのと（い
つか極限に至るのと）同様に。同様に、極限に至った自在神性や一切知者性を
表現する場合にも、自在神や一切知という言葉が含まれているのである。また、
極限に至ったということは、限りがないということである。分量などについて
考える場合に、アートマンや虚空などの無限のものに量的に限度があると考え
るのと同様に、推論と承認事項が、自らの主張と矛盾するのである。（つまり、
自在神が一切知者でないとする主張は、あなた方が承認しているアートマンや
虚空に量的に限度がないという事項に対して、限度があると主張するのと同様
のことになり、矛盾するのである。）
　また一方で、極限に到達した自在神性（aiśvarya）という言葉の意味が、破棄
された場合には（"īśvara" という）言葉が意味を持たずに発せられるという誤
謬に陥る。言葉は、その意味するところの一部分を欠落したまま、発声される
ことはないからである。
　もし、（あなた方が）「分量などが制限のない状態であるということを承認し
ているわけではない。」と反論するならば、それは既に確立した結論（あなた
方の説）と矛盾することになる。つまり、アートマンや虚空に遍満する性質が
ないならば、（遍満すべきアートマンや虚空が）中くらいの分量であるとか、
無常であるとかいう誤謬に陥る。
　もし、（あなた方が）「いたるところで、（アートマンの働きの）痕跡が見ら
れるから、アートマンは遍満する。」というのならば、その場合もまた、共通
に起こることから普遍を推論すること５）に基づくならば、鳥などのアートマン
が、人が存在するべき領域にも存在することになってしまう。また、この場合
も同様に、〈帰納法による推定〉による（間違った）結果を誰が退けることが
できようか。（いやできない。つまり、あなた方の主張は誤謬に陥ることにな
る）
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ない。
　「特定の原因が必要であることもまた、宮殿などが整然としていることにと
って自然なことである」というのならば、そのように自然に起こることがある
としよう。仮にそのようであっても、地などが整然としていることにとって、
特定の原因が必要であることが本性なのである（つまり、自然に起こるのでは
ない）。正に宮殿などと同じように。従って、言葉の使い方に関して、意見の
相違があっても、誤りとはならない。行為主体が（「本性」という「自然」と
は）別のものに依存しているからである。従って、（あなたがたの）主張とは
相反する結果となってしまうのである。
　また、あなたがたによって述べられた（推論）は、世間一般の推論や聖典と
矛盾しているから（根拠として正しくない）。はじめに、あなた方の推論の矛
盾を我々の説の優越性などを根拠として以下に述べてみよう。（あなたがたの
説が）聖典と矛盾するということは、「一切知者すなわち一切を知るもの」１）、

「唯一なる支配者」２）などの聖句の存在によって、我々は説明できる。また、
世間一般の経験とも矛盾する。女性や牛飼いに至るまですべての人は、日常生
活を行いつつ、常にシヴァ神やナーラーヤナ神などの名前を称えることに専念
しており、多くの知恵なき人々が止めろといっているにもかかわらず、なされ
たその忠告の内容の隅々にまで耳を傾けず、最高の主宰神に対し、頭を垂れて、
両手いっぱいの花をささげて、崇拝している。そのことによる利益を求めてい
るのである。（つまり、その行動が勝手に起こっているのではない。）
　更に反対論者が次のように述べる。「一切智者は存在しないと主張する我々
の推論と他派の主張との間に違いがあるだけだ。」と。
　この点について答える。（あなたがたの主張する）それらは推論とは言えな
い。どうしてかというと、第一に、主張そのものが間違っている。まず、自在
神という言葉の意味が、一切知者ではないと主張するならば、あなた方によっ
て意図せられたもののみが、自在神であるといわれたことになり、その場合は、
一般に承認されていること（つまり自在神の存在）を改めて証明しなければな
らない誤り３）に陥ってしまう。
　「その通り、我々は意図しているものだけ（が自在神）である」というのな
らば、その場合も、あなた方は、まだ一般に承認されていないこと（つまり、
自らの主張する自在神のみが自在神であるということ）を主題とするという誤
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整然としている（racanā）という特殊性は（だれかの意思によるものではなく）
自然に成立している（svābhāvika）のである。棘には先鋭性があり、白蓮や青
蓮が閉じたり開いたりするのなどと同様である。月、太陽、星などが運行する
こともまた、自然に起こることである。鉄が磁石に（引き寄せられるの）と同
様である。

〈p.62 l.1〉
　これに対し、（ヨーガ学派によって次のように）答えられる。まず、地など
が整然としているのは自然に起こることではない。それらが（自然に）形成さ
れたという実例は見いだされない。そして、「棘などが鋭いことは、自然に起
こる」ということは認められない。
　（あなた方が、）「火などに熱い性質などが存在することが、事物の性質に起
因して自然に起こるのと同様に、地などは（事物の性質に起因して）整然とし
ているのである」と反論するならば、宮殿などが整然としているのがその（宮
殿という）事物の性質に基づくということにもなってしまい、（あなた方の結
論が堂々巡りになり、）不確定になってしまうであろう。また、「自らの本来的
な性質に由来してできているのである」との反論に対しては、そんなことはあ
りえない。世界が整然としていて、（行為者が）善悪の報いを受けるためにう
まく作られているということが、一般に認められているからである。行為者に
とって善と悪があることは、後述されるであろう。
　従って、地などが整然としているのは、自然にそうなっているのではない。
さまざまな生き物が（そこで）業の報いを受けることが意図されているからで
ある。宮殿などが（施工者の意図によって）整然としているのと同様である。
　月などの運行も自然にそうなったのではない。動いているのだから。我々が
行動するのと同様である。（勝手気ままに動いているわけではない）
　これに対し、「我々の行動もまた、自然に起こるものである」というならば、
そうではない。火が熱いのと同様に、常にそうでなくてはならなくなってしま
うからである（つまり、常に動き続けねばならなくなってしまう）。火が熱い
ことが自然に起こるのであれば、それが生じるために、主体（この場合は火）
が存在しなくてもよいことになって、特定の原因が求められることはない。

（しかし、実際にはそうではなくて）行為や結果が整然としているものは、自
身が生じるためには、特定の原因が必要である。従って、自然に起こるのでは
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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

＊Vivaran
4

a は Yoga-sūtra に対する複註であるが、本稿で訳出した箇所においては、
Yoga-sūtra あるいは、Vyāsa の Bhās

4

ya からの引用部分はない。

〈p.61 l.13= テキスト 61 ページの 13 行目を示す〉
　ここで次のように反論される。「自在神という言葉は、一切智者を意味しな
い。なぜならば、（自在神は）我々と同様に、認識されるものであり、実体で
あり、言葉で表されるものであり、アートマンであり、認識手段を必要とする
認識主体であることなどの性格を持つからである。また、自在神という言葉が、
最高の知と結びついているものを表すこともない。ただの言葉であるから。壺
などという言葉（が最高の知と結びつかないの）と同様である。世界には、一
切知者としてすべてを支配するものはいない。生き物が無数に棲んでいるから
である。互いにいがみ合っている無数の指導者のいる王国と同様である。過去
と未来においても、現在と同様に、あらゆる生き物は一切智者を（それとし
て）知覚することはない。（仮に存在したとしても、それは一切知者などでは
なく）我々と同様のただの生き物であるから。
　また、反対論者（ヨーガ学派）が想定する全存在に対する一切智者という自
在神は存在しない。（自在神が）知覚されないからである。「ウサギの角」と同
様に。同様に、一切知者は実在せずまた、自在神も実在しない。身体を持たな
いから。解脱したアートマンと同様に。もしも「身体をもつ」というならば、
属性などに依存した身体を持つことになり、我々と同様に輪廻することになっ
てしまう。また「身体を持たない」というならば、世界の創造者や庇護者とし
ての属性が成り立たない。例えば解脱したアートマン（が「身体をもたない」
の）と同様である。
　つまり、（あらゆる生き物が）様々に異なる経験を享受できる世界の構成が、

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（第 1 章 25-2）

近　藤　辰　巳
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2 ）佐々木閑［1997: p. 54.11‒12］, 越後屋正行［2007: p. 32.1‒4］, 片山一良［2011: p. 83 註 8］, 
Bodhi［2012: p. 1329.21‒34］, 林 隆 嗣［2013b: pp. 33.1–36.16］, 浪 花 宣 明［2008: pp. 
38.22‒39.13］［2014: pp. 506.22‒507.7］.

3 ）佐々木閑［1997: p. 54.2］, 馬場紀寿［2009: pp. 249–250 註 9］, 林隆嗣［2013b: pp. 
35.18‒36.16］.

4 ）AN. ix, 42‒51（Vol. IV, pp. 449.1‒454.20）.
5 ）同様の理解は、ANA. ix, 43（Vol. IV, p. 206.20‒21）においても確認される。
6 ）VibhA.（p. 366.24‒30）では「律の異門」「経の異門」「阿毘達磨の異門」という三語が

現れるが、この場合の「異門」とは「不異門」と対になっている意味ではなく、
pariyāya 単独で用いられる「説き方」という意味であろう。これとほぼ一致する並行表
現は、Pt

4
sA.（Vol. II, p. 507.7‒13）においても確認される。

7 ）Mil.（p. 212.6-10）.
8 ）MilT

4
.（p. 20.18‒25）.

9 ）VinT
4
（Sd）.（VRI: Vol. II, pp. 86.24‒87.2）や VinT

4
（Vjb）.（VRI: p. 506.14‒16）などにお

ける表現も、異門を仮有（世間）として、不異門を自性法（勝義）として理解している
と読める。

本研究は、科学研究費助成（16J05435, 17K13335）による成果である。
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Abbreviations
　略号については拙著『阿毘達磨仏教における業論の研究』（大蔵出版 , 2017）
を参照。
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　ただし、以上の議論から得られる「異門＝仮有」「不異門＝自性法」という
関係が、全ての上座部文献において適用できるわけではない。既に前項におい
て検討したように『中部註』において説かれる「不異門財＝四資具」の記述は、
阿毘達磨説というよりも律説であり、四資具はいずれも自性法ではなく仮有で
ある。

結論

　以上、本稿での考察を通して、異門・不異門の両語について考察した。この
両語は、三蔵に説かれる教説間の齟齬を、合理的に解消させるための理論とし
て用いられる。しかしその意味は必ずしも厳密に定義されているわけではない。
しかし次のような傾向が確認される。
（1）「異門＝相対的・現象的・従属的・部分的」「不異門＝絶対的・本質的・

主要的・全面的」：異門とされる教説は相対的・現象的・従属的・部分
的なものであり、鵜呑みするべきではなく再解釈を必要とする場合があ
る。これに対して不異門とされる教説は絶対的・本質的・主要的・全面
的なものであり、再解釈の必要がないものである。この点において、異
門は未了義的性格であり、不異門は了義的性格であると言い得るだろう。

（2）「異門＝経説的」「不異門＝阿毘達磨説的」：経蔵には異門の教説が多く
含まれ、阿毘達磨蔵には不異門の教説が多く含まれるとされる。

（3）「異門＝仮有的」「不異門＝自性法的」：五蘊仮和合など世俗的な観点か
ら存在を説明するものが異門であり（現象的）、存在を自性法の立場か
ら直截に説くものが不異門である（本質的）。この点において、異門は
世俗諦、不異門は勝義諦であると言い得る。

ただし、上座部文献のあらゆる文脈で「異門＝経説＝仮有」「不異門＝阿毘達
磨説＝自性法」と単純に主張できるわけではなく、仮有を論じる教説であって
も不異門とされる場合がある。したがって、原義の用法としては、上記⑴の

「異門＝相対的・現象的・従属的・部分的」「不異門＝絶対的・本質的・主要
的・全面的」が最も基本的であると考えられる。
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もの〕であれ、すべて「過去」とだけ名付けられる。三刹那を得ていない
色は、〔たとえそれが〕一心刹那だけ得ていないものであれ、未来の一兆
劫後に〔その三刹那を得るもの〕であれ、すべて「未来」とだけ名付けら
れる。そして、この三刹那を得ている色が「現在」と名付けられる。

　ここでは「不異門」や「自性」という語は現れないが、「過去・未来・現在」
の理解について、経説は有情の生涯（前世・現世・来世）の有り様という仮有
に基づいた説明である一方で、阿毘達磨説は一刹那一刹那の自性法に基づく説
明であることが解る。すなわち、阿毘達磨説は自性法に基づいた本質的説明で
あり、経説は仮有（この場合は有情）に基づいた現象的説明である。この箇所
について『分別論復註』『分別論復々註』は次のように註釈し、不異門や自性
法と関係づけて論じている。

VibhMT
4

.（VRI: p. 6）:「経の異門」とは、異門説であるから経について
言われている。「阿毘達磨の説示」とは、不異門説であるから、阿毘達
磨について、〔それが〕決定的な（nicchayena）説（desa）ゆえに説示

（niddesa）と言われている。
VibhAT

4

.（VRI: p. 11）:「異門説」とは、自性から変異したもの、〔すなわ
ち〕変転したものが異門であり、真直に転じないという意味である。ここ
では、異門という点からの〔説示〕、あるいは異門である説示が「異門説」
であり、経のことである。なぜなら経は、教導される者の意向に基づいて、
説かれるべき法について類似という点から得られた状態を語るものであり、
真直に全面的に状態を語るものではないので、異門説と呼ばれる。それゆ
えに、それは「教えに如実に随順するもの」と言われる。一方、阿毘達磨
は、説かれるべき法について、真直に全面的に語ることであるから、不異
門説と呼ばれ、「法に如実な教法」と言われる。

　したがって、阿毘達磨説は、法の自性について直截かつ包括的に説くゆえに
不異門説であり、一方の経説は、有情の能力にあわせて説かれたもので、法の
自性を直截かつ包括的には説いていないゆえに異門説である。このように不異
門を自性法と、異門を仮有と結び付ける理解は、九世紀ごろ成立した『ヴァジ
ラブッディティーカー』や、十二世紀に成立した『サーラッタディーパニー』
などにも説かれているため、ブッダゴーサより後の上座部において良く知られ
たものであったと考えられる 9）。
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果・涅槃の九出世間法」「異門法＝脱輪廻の縁となる法」、「不異門財＝四資具」
「異門財＝天の繁栄や人の繁栄」という定義を与えている。ここで「不異門財」
として提示されている四資具（衣・托鉢食・坐臥処・薬）は、阿毘達磨の規定
というよりも律の規定である。したがって、上座部文献において「経説＝異
門」「阿毘達磨説＝不異門」という関係が説かれていることは事実であるが、
だからといってこの関係が上座部文献すべてに適用できるわけではない。そし
て、不異門が異門と比べて主要的であると認めていたとしても、異門であって
も悟りや生天を得る間接因になる点で有益であることが認められている点も重
要である。

第二項　「仮有＝異門」と「自性法＝不異門」

　前項においては、上座部註釈文献において「阿毘達磨説＝不異門」と「経説
＝異門」という対応関係が見られるが、必ずしもこの関係があらゆる文脈に適
用できるわけではない点を指摘した。続いて、自性法を不異門と、仮有を異門
と関連させて説く資料を考察する。これが現れる最も古い資料は『ミリンダ王
の問い』であるが、そこでは、仏陀によって説かれたある教説が自性説であり
不異門説であると賞揚しているだけで、必ずしもその意味や関係性は明瞭では
ない 7）。しかし『ミリンダ・ティーカー』では自性と不異門の両語が密接に関
係して説かれている 8）。より直接的な言及は、次の『分別論註』『分別論復註』

『分別論復々註』から確認される。まず『分別論註』には次のように説かれる。
VibhA.（p. 7.17–33）: また、この「過去・未来・現在」と呼ばれるものは、
経の異門からと、阿毘達磨の説示からとの二種類がある。経の異門におけ
るそれ（過去・未来・現在）は、生存によって区分される。結生より前の
過去の生存において転起した色は、〔たとえそれが〕直前の生存で転起し
たものであれ、一兆劫前に〔転起したもの〕であれ、すべて「過去」とだ
け名付けられる。死没より後の未来の生存おいて転起する色は、〔たとえ
それが〕直後の生存において転起するものであれ、一兆劫後に〔転起する
もの〕であれ、すべて「未来」とだけ名付けられる。そして阿毘達磨の説
示における〔過去・未来・現在は〕刹那によって区分される。色には生・
住・滅という三刹那がある。この三刹那を得てから滅した色は、〔たとえ
それが〕等無間（直前）に滅したものであれ、過去の一兆劫前に〔滅した
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DhsA.（pp. 307.28–308.11）:「眼は四大種所造の浄である」とは、ここで
は対格の意味で〔用いられている〕属格の語である。「四大種を取って転
起した浄」という意味である。これによって眼浄だけを取り上げて、他の
眼を除外している。ところが「根境経」には「一つの大種を取って浄があ
る。地界によって〔他の〕水界・火界・風界の三大種が保持されてある」
と、「四章経」には「二つの大種を取って浄がある。地界と水界によって

〔他の〕火界・風界の二大種が保持されてある」と説かれているが、これ
は異門として説かれている。これは「経に属する説」と呼ばれる異門説で
ある。「四大種所造の浄は、それらのうちの一つ一つ〔の大種〕にも、二
つ二つ〔の大種〕にもまさに浄がある」と、この異門をもってそこ（根境
経・四章経）に説かれている。一方、阿毘達磨は不異門説と呼ばれる。し
たがって「四大種所造の浄」と説かれている。

　このような異門・不異門に関する記述は、『法集論註』の他の箇所にも確認
される。

DhsA.（pp. 221.35–222.5, p. 222.27–31, p. 289.26–30）: そこでは経の異門と
して、「自らの徳」からも、「所縁」からも名称を得る。これは異門の説示
である。しかるに阿毘達磨の議論は不異門説である。したがって、ここで
は、「自らの徳」からも、「所縁」からも名称を得ることなく、「到来」か
らこそ〔名称を〕得る。「到来」こそが主要なものである。　

　すなわち、「自らの徳」「所縁」「到来」という三条件すべてを認めることは
厳密ではなく、その点で、経の説き方は異門である。厳密には「到来」こそが
主要なものであり、阿毘達磨の説き方は不異門であるからには、この「到来」
のみを条件として認めて議論を進める、というのである。ここから不異門は主
要的であり、異門は従属的であるという関係が確認される。なお、以上の『法
集論註』の用例はいずれも、異門（経説）よりも不異門（阿毘達磨説）こそが
正当かつ厳密なものであることを主張しているが、これは『法集論註』が阿毘
達磨文献への註釈であるゆえに、自身の優位性を誇示する必要があったからで
あると考えられる。というのも経蔵に対する註釈を検討すると、「経説＝異門」

「阿毘達磨説＝不異門」という関係は必ずしも守られていない。たとえば『中
部註』において「法の相続者」「財の相続者」を註釈する箇所では、異門・不
異門ともに世尊に属するものであることが明示され、「不異門法＝四道・四
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第一節　初期経典における用例と註釈

　まず本節では、初期経典に説かれる異門と不異門の対語について考察する。
初期経典のうちにこの両語が対となって現れる例は極わずかしか存在せず、し
かもその用例は全て『増支部』の九集に集中している 4）。そのいずれの用例も、

「障りのない者」「身証者」「慧解脱者」といった修行者の有り様と、「九次第
定」の修行階梯との関係を説明する内容である。すなわち、初静慮や第二静慮、
乃至、非想非非想処を得た者は「異門」として「障りのない者」などの状態に
あるが、想受滅を得て諸漏を断じた者は「不異門」として「障りのない者」な
どの状態にあると説明される。このうち「障りのない者」に関する異門・不異
門をブッダゴーサは次のように註釈している 5）。

ANA. ix, 42（Vol. IV, pp. 205.18–206.10）:「異門として」とは、「一つの
根拠によって」である。なぜなら、欲の障りが無いというだけで初静慮は、
機会の獲得と呼ばれているのであり、あらゆる仕方で全ての〔機会の獲得
と呼ばれる〕のではない。……。「不異門として」とは、「一つの根拠によ
ってではなく」である。実にここでの漏尽とは、全ての障りを断じている
ので、あらゆる点で全ての機会の獲得と呼ばれる。

　すなわち、幾つかある条件のうち一つでも満たせばある呼称が成立する場合
に、全ての条件が満たされている場合が「不異門」であり、その一部の条件だ
けが満たされている場合が「異門」である。このような「異門＝部分的」「不
異門＝全面的」という理解は、両語に対する最も基本的な理解の一つであると
考えられる。

第二節 註釈文献における用例

　続いて上座部註釈文献における用例を検討し、「異門」「不異門」の両語がど
のような意味で用いられているのかを検討する。

第一項 「経説＝異門」と「阿毘達磨説＝不異門」

　まず、経説や律説が異門であり、阿毘達磨説が不異門であるという理解から
検討する 6）。このような関係性を主張する主要資料はブッダゴーサに帰せられ
る『法集論註』である。そこには次のように説かれている。
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はじめに

　本稿は、上座部註釈文献を主材料としながら、そこに説かれる異門
（pariyāya）と不異門（nippariyāya）という対語の理解について考察する。初
期経典から後代の教理文献に至るまで、pariyāya の語が単独で現れる場合、
それは単に「説き方」「教えの一つの在り方」という意味で用いられるが、
pariyāya と nippariyāya が対となって現れる場合には、この両語は聖典解釈
上のテクニカルタームとして用いられる 1）。この後者の場合、pariyāya はそ
の意味を汲み取って「相対的」「相対門」「経に基づく多様な説明法」「経典に
おける教えの様々な説き方」「a provisional sense」などと、nippariyāya は

「絶対的」「絶対門」「アビダンマに基づく普遍的説明法」「論書の確定的立論」
「a non-provisional sense」などという訳語が提示されている 2）。本稿が用いて
いる「異門」「不異門」という訳語は、両語の漢訳から得られるものである。
　この両語を主対象とした研究は数が少なく、管見の及ぶ限り、佐々木現順

［1958: pp. 492–515］,［1962］（=［1992: pp. 155–165］）がその唯一である。こ
の佐々木現順による研究は、パーリ仏典から大乗経典に至るまでを対象とした
概括的論稿であり、この両語の概念内容を知るうえで有益である。しかし、依
然としてこの両語の意味は不明瞭な部分が多く残されており、近年の先行研究
においても、pariyāya と nippariyāya の両語に言及する際に、現代語訳を提
示せずパーリ語原文のまま載せているものが確認される 3）。この様な状況を受
けて本稿は、上座部註釈文献におけるこの両語の意味を鮮明にさせることを目
的とする。

パーリ上座部における異門・不異門
―聖典解釈の諸相―

清　水　俊　史
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1 ）SN. 12, 2（Vol. Ⅱ p. 3）
2 ）SN. 22, 83（Vol. Ⅲ p. 105）
3 ）SN. 22, 85（Vol. Ⅲ p. 114）
4 ）SĀc（1）. 957（T02. 244）
5 ）SĀc（2）. 190（T02. 443）
6 ）SN. 3, 2-10（Vol. Ⅰ p. 93）
7 ）但し、基本的に upādāna が業に対して直接的に用いられることは稀であると言ってもよ

い。なぜなら、三明の死生知について、DN. 2（Vol. Ⅰ p. 82）では「この尊い衆生達は、
身体による悪しき行いを備え、言葉による悪しき行いを備え、心による悪しき行いを備
え、聖者達を非難し、邪な見解があり、邪な見解による行為を取り込んでいる

（samādāna）。彼らは身体が壊れてから、死後、苦しいところ、悪しき行き先、堕ちた
ところ、地獄に再生した。」と説くように、業を取り込む場合はこの用例と同じく、
sam-ā- √ dā を用いており、使い分けがなされていると言えるからである。

8 ）荒牧・本庄・榎本［2015: p. 98, 139］における upādāna に対する訳語として、Sn. 358 では
「輪廻を持続させる〈燃料（取）〉」（本庄訳）、Sn. 546 では「業を引き込んだり、ものに
愛着すること」（榎本訳）とあり、輪廻の原因を取り込むこと、あるいは取り込んだも
のを想定した訳をつけている。

9 ）SN. 12, 53（Vol. Ⅱ p. 86）
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　また、本稿では取り上げなかったが、五支縁起説（渇愛→取→有→生→老
死）を説く資料には必ず燃料の比喩が説かれている。一例を挙げると、「油に
よって、灯心によって灯火が燃えるとしよう。その時、人が時々、油を注ぎ、
灯心を補充するとしよう。比丘たちよ、このようにその灯火はそれを材料とし、
それを燃料として（upādāna）、長い間燃えるだろう。」9）とあり、この比喩を宮
本正尊［1989: p. 178］が述べるように、油や灯心は渇愛に、燃料は取に、灯火
が長く燃え続けることは有に相当すると考えることもできる。仮に、比喩が表
すところを以上のように理解することが許されるならば、五支縁起説における
渇愛と取の関係も素材と燃料の関係と見做されていたと言えよう。

【略号と先行研究】
DN. Dīgha-Nikāya. PTS.
MAV（re-ed）. T. Fukita. The Mahāvadānasūtra, A New Edition 

Based on Manuscripts Discovered in Northern 
Trukestan, Göettingen, 2003.

MN.          　 Majjhima-Nikāya. PTS.
SĀc（1）.             求那跋陀羅譯『雜阿含經』　T02（No. 99）.
SĀc（2）. 失譯『別譯雜阿含經』　T02（No. 100）.
SN.            Sam

4

yutta-Nikāya. PTS.
Sn.　　　　　  Suttanipāta. PTS.
T                 大正新脩大蔵経 .

荒牧・本庄・榎本［2015］ 荒牧典俊・本庄良文・榎本文雄 .『スッタニパータ
〔釈尊の言葉〕』講談社学術文庫 , 2015.

榎本文雄［1979］ 榎本文雄 .「āsrava（漏）の成立について ―主にジ
ャイナ古層経典における―」『仏教史学研究』22-1, 
1979, pp. 17-42.

宮本正尊［1989］ 宮本正尊 .「原始仏教における涅槃観の問題」『イン
ド哲学と仏教』平楽寺書店 , 1989, pp. 163-184.
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allāya pat
4

haviyā nikkhittam
4

 yañ c’ eva pat
4

havirasam
4

 upādiyati yañ ca 
āporasam upādiyati sabban tam

4

 madhurattāya sātattāya asecanakattāya 
sam

4

vattati.
比丘たちよ、正しい見解を持つ人には、〔その〕見解に従って獲得され、
取り込まれた（samādinna）身体による行為、…言葉による行為、〔その〕
見解に従って獲得され、取り込まれた心による行為、志向、切望、願望、
形成作用があり、それらすべての諸現象は求めていること、欲しているこ
と、快きこと、利益、安楽に導く。…
比丘たちよ、例えばサトウキビの種子や米の種子やぶどうの種子が濡れた
地面に投げられたとしよう。それは地面の液を取り込み（upādiyati）、そ
れは水の液を取り込み（upādiyati）、そのすべては甘美なもの、好ましい
もの、純粋なるものに導く。

　ここでは、正しい見解による行為（kamma）が取り込まれることによって、
それが良い結果を招くことが説かれている。この場合、「取り込む」は接頭辞
が若干異なるが、sam-ā- √ dā が用いられている。そして、それに対する比喩
として種子が栄養分を取り込むことによって、農作物がしっかり育つことが説
かれている。この場合の「取り込む」は upa-ā- √ dā が用いられている。
upādāna を比喩として用いながら業を取り込み、その結果があることが説明
されている。以上は、業に対する考察 7）であるが、このように upādāna が輪
廻の原因を取り込む作用を意味する場合があることも考慮すべきではないだろ
うか。

4. まとめ

　縁起説における渇愛と取の関係について、縁起説以外の資料に基づいて、両
者の関係を考察した結果、取を執着と理解する用法以外に、輪廻の原因である
渇愛を取り込み、それを燃料（取）として、再生を引き起こすと解釈できる可
能性があることも分かった。取が輪廻の原因を取り込むという働きをなすとい
う解釈は一般的ではないかもしれないが、そのことを意識した翻訳 8）は見られ
る。渇愛と取の関係に対する解釈のうち、どちらが原意なのか明確ではないが、
二つの可能性を考慮すべきであろう。
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して示した aggi sa-upādāno jalati（火は燃料を伴って燃える。）に相当する表
現である。風によって飛ばされる比喩と燃料によって燃え続ける比喩の二つが
説かれる点でも SN. 44, 9 の内容に類似する。韻文で説かれる縁起説に、この
比喩が見られるのは、この「渇愛→取」を再説する箇所のみである。したがっ
て、この比喩は一般的な縁起関係を説明するものではなく、渇愛と取の縁起関
係を指し示すものであることが分かる。
　このように、先述した SN. 44, 9 における渇愛と取の関係に対する解釈は縁
起説においても十分適用可能であることが分かった。

3. 輪廻の原因を取り込むということ

　ここでは、upādāna が輪廻の原因を取り込むという働きをすることについ
て、試論的ではあるが些か考察を加えたい。ジャイナ教では業（karman）が漏
入することを āsava と呼んでおり、āsava について詳細に研究した榎本文雄

［1979: pp. 30-31］は、Isibhāsiyāim
4

において ādāna が āsava と実質的に同じ役
割を担っていると主張する。すなわち、視点を業に置けば業が行為主体に漏
入し（āsava）、視点を行為主体に置けば業を取り込む（ādāna）ということを表
している。ādāna は ā- √ dā からなるため、upādāna に類似した単語である。
そして、榎本が述べるような業を取り込むという用法は初期経典にも見られ、
Yañ ca karoti kāyena|| vācāya uda cetasā|| tam

4

 hi tassa sakam
4

 hoti|| tañ ca 
ādāya gacchati|| 6）（人は身体によって、言葉によって、心によってなす。実に、
その〔行為〕は彼にとって自己のものとなり、それを取り込んで〔来世に〕趣
く。）という用例における ādāna は業を取り込むことを表している。また、業
に関しては次の用例も興味深い。

　AN. 1, 17（Vol. Ⅰ p. 32. 19-29）:
Sammāditt

44

hikassa bhikkhave purisapuggalassa yañ c’ eva kāyakammam
4

 
yathāditt

44

hisamattam
4

 samādinnam
4

 yañ c’ eva vacīkammam
4

 … pe … 
yañ ca manokammam

4

 yathāditt
44

hisamattam
4

 samādinnam
4

 yā ca cetanā 
yā ca patthanā yo ca pan

4

idhi ye ca san4khārā sabbe te dhammā itt
44

hāya 
kantāya manāpāya hitāya sukhāya sam

4

vattanti. …
Seyyathāpi bhikkhave ucchubījam

4

 vā sālibījam
4

 vā muddikābījam
4

 vā 
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　縁起説を除いて、渇愛と取が関連する用例は管見によれば、先述した MN. 
28 と上記の用例しか見出せなかった。とりわけ後者の用例は、渇愛と取の縁
起関係を考える上で新たな知見を与えてくれる。すなわち、「渇愛→取→有→
生→老死」という縁起説の内容として、輪廻の原因（渇愛）を取り込み、その
取り込んだものが燃料（取）となって、再生を引き起こすということを表して
いると考えることもできるだろう。また、再生を引き起こすという箇所が縁起
説の「有→生→老死」を間接的に示していると見做すことが許されるならば、
以上の用例は五支縁起説（渇愛→取→有→生→老死）の大枠を表していると言
えよう。

　次に、十支縁起説を説く「大本経」を通して、渇愛と取の関係を考察する。
「大本経」には、南方上座部の DN. 14、説一切有部の MAV（re-ed）.、法蔵部
の『長阿含經』巻第一、帰属部派不明の『毘婆尸佛經』があり、これら四本の
うち、ニカーヤを除く三本は縁起説が散文で説かれた後、韻文で再説するとい
う形態をとっている。したがって、元来「大本経」には韻文も付されていたが、
南方上座部はそれを省略したと考えるのが妥当であろう。
　基本的に、韻文は散文の再説であるため、縁起説を韻文で説明しているのみ
であるが、MAV（re-ed）. における渇愛と取の縁起関係を説く箇所は注目に値
する。

　MAV（re-ed）.（p. 136. 1-4）:
prabhūtabhaks

4

asya hi pāvakasya samīritam
4

 vāyuvaśād yathārci
evam upādā（na）m idam

4

 hi bhavati trsn
4 4 4

ānidānam
4

 jval（a）ti yathā（rcih
4

） 
実に多くを摂取した火の炎が、風の力により動くように、

〔素材によって〕炎が燃えるように、この取は渇愛を因として存在する。

　一瞥すれば、この韻文の内容と、先述した渇愛と取が素材と燃料の関係で
あることを示す SN. 44, 9 の内容が類似していることが読み取れよう。b 句の
samīritam

4

 vāyuvaśād yathārci（風の力により炎が動く）は、②として示した
acci vātena khittā dūram pi gacchati（炎が風によって飛ばされ、遠くにも届
く。）に、d 句の jval（a）ti yathā（rcih

4

）（〔素材によって〕炎が燃える）は、①と



─ 3 ─

no anupādānassā ti|| || …
② Yasmim

4

 kho Vaccha samaye acci vātena khittā dūram pi gacchati|| 
tam aham

4

 vātupādānam vadāmi vāto hissa Vaccha tasmim
4

 samaye 
upādānam

4

 hotī ti|| || …
③ Yasmim

4

 kho Vaccha samaye imañ ca kāyam nikkhipati satto ca 
aññataram kāyam anuppanno hoti|| tam aham

4

 tan
4

hupādānam
4

 vadāmi|| 
tan

4

hā hissa Vaccha tasmim
4

 samaye upādānam
4

 hotī ti|| ||
①ヴァッチャよ、たとえば火は燃料（upādāna）（取り込んだ素材）を伴っ
て燃える。燃料を伴わなければ〔燃え〕ない。ヴァッチャよ、このように
私は燃料（upādāna）を伴う者には再生があり、燃料を伴わない者には〔再
生が〕ないことを説く。…
②ヴァッチャよ、ある時、炎が風によって飛ばされ、遠くにも届く。私は
その〔炎〕が風を燃料としていると説く。ヴァッチャよ、なぜなら、その
時風がそれの燃料となるからである。…
③ヴァッチャよ、ある時、衆生がこの身体を捨て、ある身体に到達する。
私はその〔衆生〕が渇愛を燃料としていると説く。ヴァッチャよ、なぜな
ら、その時渇愛がそれの燃料となるからである。

　①では、火が燃料を伴って燃えるように、再生する際にもその原動力とな
る燃料があることを説く。upādāna には燃料という意味があるのだが、厳密
に言えば、素材となるものを取り込み、その取り込んだものが燃料として機
能するということであろう。②では、炎が遠くに飛ばされる場合、風がその
燃料となっていることを説く。③では、衆生が再生する場合、渇愛がその燃
料となっていることを説く。ここで目を向けるべき箇所は③の下線部であり、
tan

4

hupādāna という複合語を縁起説に従い、「渇愛による取」と訳すことがで
きないのは明らかである。②の比喩を参考に③の内容を考えれば、衆生が渇
愛という素材を取り込み、それが燃料となって再生する。すなわち、tan

4

hā と
upādāna は素材と燃料の関係である。また、対応する漢訳資料では「因愛故
取。因愛而住故説有餘。」4）「當於爾時以愛爲取愛取因縁。」5）とあり、渇愛と取
が素材と燃料の関係であることを説きながら、渇愛と取に因果関係を認めてい
る。
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友よ、次の時があります。外面的な水の要素が揺れ動く、その時外面的な
地の要素が消えます。友よ、なぜならこの外面的な地の要素がそれほど大
きかろうと、無常性が知られ、滅尽する性質が知られ、衰滅する性質が知
られ、変化する性質が知られるからです。そうであるなら、どうしてこの
僅かに留まる身体が渇愛によって執着された時、「私が」や「私のもの」
や「私が存在する」という思いがあるのか。その時、〔正しく見ている〕
彼にはそのような思いがないということだけがここにはある。

　ここでは、kāyassa tan
4

hupādinn
4 4

assa（身体が渇愛によって執着された時）
と説かれている。upādinn

4 4

a も upādāna と同様、upa-ā- √ dā からなる単語で
あるため、「渇愛→取」という関係が見られると共に、その対象が身体である
ことが分かる。また、下線部にある表現は、他の散文資料に「執着して

（upādāya）、『私が存在する』ということがある。」2）や、「彼は色（受 ･ 想 ･ 行
･ 識）に近づき、執着し（upādiyati）、『私の我である』と確立する。」3）という
用例が見られることから、取の内容を示唆していると思われる。したがって、
取は自己の身体や自己の存在を対象としていることが分かる。この用例から判
ずれば、従来通り、根本的な煩悩（渇愛）を原因として自己の身体や自己の存
在に執着する作用（取）があるという解釈が成り立つ。

2. 取が燃料を表す場合

　しかし、本稿では初期経典を通して別の可能性も探っていきたい。以下の用
例は、弟子の再生に関しては記別されるのに対し、最上の弟子の再生に関して
は 無 記 で あ り、 そ の 代 わ り に Acchejji tan

4

ham
4

 vivattayi saññojanam
4

 
sammāmānābhisamayā antam akāsi dukkhassa（〔最上の弟子は〕渇愛を断っ
た。束縛を捨てた。正しく慢心を静めることにより、苦の終わりを作った。）
と解説したことについて疑問を抱いたヴァッチャゴッタに対するブッダの説法
である。

　SN. 44, 9 （Vol. Ⅳ pp. 399. 20-400. 8）:
① Seyyathāpi Vaccha aggi sa-upādāno jalati no anupādāno|| evam eva 
khvāham Vaccha sa-upādānassa khvāham Vaccha upapattim paññāpemi 



─ 1 ─

0. はじめに

　各支縁起説において、渇愛（tan
4

hā）は欲望、取（upādāna）は執着を表すと考
えるのが一般的であろう。しかし、この渇愛と取の二支分は一見すると、類似
した用語のように思える。すなわち、両者とも「ある対象を欲すること」を表
しており、明確な差異がない。また、縁起説を解説する資料 1）を見ても、渇愛
は六つの渇愛、取は四つの取と説明されるのみで、その両者の関係性が判然と
しない。そこで、本稿では初期経典を通して縁起説における渇愛と取の関係を
考察するために、特に取（upādāna）の用法に焦点を当てながら、それら二つが
関連する用例を見ていく。
　upādāna は upa-ā- √ dā からなる名詞であり、「取り込む」を原意とする。

1. 取が執着を表す場合

　まず、upādāna が取り込む作用を表す執着の意味で用いられている用例を
挙げる。

　MN. 28（Vol. Ⅰ p. 185. 27-34）:
Hoti kho so āvuso samayo yam

4

 bāhirā āpodhātu pakuppati, antarahitā 
tasmim

4

 samaye bāhirā pat
4

havīdhātu hoti. Tassā hi nāma āvuso bāhirāya 
pat

4

havīdhātuyā tāva mahallikāya aniccatā paññāyissati, khayadhammatā 
paññāyissati, vayadhammatā paññāyissati, viparin

4

āmadhammatā 
paññāyissati, kim

4

 pan’ imassa mattatt
44

hakassa kāyassa tan
4

hupādinn
4 4

assa 
ahan ti vā maman ti vā asmīti vā, atha khvāssa no t’ ev’ ettha hoti.

縁起説における渇愛と取の関係
―upādāna の用法を中心として―

唐　井　隆　徳
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