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若
き
日
の
親
鷺
が
六
角
堂
に
参
龍
し
、
夢
告
を
得
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
古
来
様
々
な
論
議
が
な
さ
れ
て
き
た
。
根
本
史
料
の
一
つ

で
あ
る
『
親
鷺
伝
絵
』
の
記
載
の
異
同
か
ら
、
派
生
し
た
年
時
の
問
題
、
『
恵
信
尼
文
書
』
に
あ
る
「
し
け
ん
の
も
ん
」
が
何
か
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る
「
行
者
宿
報
の
偶
」
の
典
拠
か
ら
そ
の
思
想
性
ま
で
、
多
く
の
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
、
六
角
堂
参
龍
は
建
仁
元
年
（
一
二

O
こ
親
鷺
二
十
九
歳
の
時
の
こ
と
、
そ
し
て

示
現
の
文
は
「
行
者
宿
報
の
偶
」
だ
と
い
う
の
が
主
流
派
に
な
っ
て
き
て
い
じ
。

も
う
一
つ
、
定
説
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
が
、
そ
の
「
行
者
宿
報
の
偶
」
の
基
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
名
畑
山
宗
氏
に

下
」
の
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
う
。
「
覚

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
「
覚
禅
紗
』
巻
第
四
十
九
「
如
意
輪

禅
紗
』
の
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

又
云
発
邪
見
心
。
姪
欲
織
盛
可
堕
落
於
世
。
如
意
輪
我
成
王
玉
女
。
為
其
人
親
妻
妾
共
生
愛
。

一
期
生
問
。
荘
厳
以
福
貴
。
令
造



無
辺
善
事
。
西
方
極
楽
浄
土
令
成
仏
道
。
莫
生
疑
云

（
「
大
正
新
情
大
蔵
経
」
図
像
第
四
巻
四
八

O
頁）

こっ
ろも
が の
あ（だ
る土カ〉
。ら

周
知
の
よ
う
に
「
行
者
宿
報
の
偶
」
は
「
行
者
宿
報
設
女
犯
、
我
成
玉
女
身
被
犯
、

一
見
し
て
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
υ

名
畑
氏
の
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
う
な
ず
け
る
と

一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極
楽
L

と
い

た
だ
、
率
直
な
疑
問
と
し
て
感
じ
る
の
は
、
『
覚
禅
紗
』

と
い
う
密
教
的
な
も
の
と
、

の
ち
の
親
鷺
の
思
想
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
あ

ま
り
に
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
親
驚
が
多
少
な
り
と
も
密
教
文
献
を
引
用
な
り
し
て
い
る
の
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

そ
う
し
た
も
の
と
隔

絶
し
た
と
こ
ろ
に
親
鷺
の
思
想
の
特
色
の
一
つ
を
見
る
な
ら
ば
、
若
き
日
の
こ
の
体
験
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
、

と
い
う
思
い
も
生
じ

て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
夢
告
を
受
け
た
時
点
で
親
鷺
は
法
然
に
遇
っ
て
お
ら
ず
、
比
叡
山
の
仏
道
修
行
体
系
の
中
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
親
鷺
が
比
叡
山
で
天
台
密
教
も
修
学
し
て
い
た
こ
と
は
、
可
能
性
と
し
て
は
、
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ

ば
、
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」

の
文
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
夢
の
中
で
「
行
者
宿
報
の
偏
」
に
変
容
し
た
と
推
量
す
る
の
は
、
確

か
に
無
理
の
な
い
論
議
で
あ
る
。
し
か
し
反
対
に
、
「
行
者
宿
報
の
偶
」
を
得
た
と
き
親
鷺
の
脳
裏
に
、
話
か
ん
だ
の
は
何
か
、

と
考
え

て
み
る
と
、
こ
の
説
で
は
「
本
尊
変
王
王
女
事
」

の
文
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
そ
う
な
ら
、
夢
告
の
後
、

そ
う
し
た
「
本

尊
変
王
玉
女
事
」

の
よ
う
な
密
教
文
献
を
熟
知
し
て
い
る
高
僧
の
も
と
へ
赴
き
、
偶
文
の
違
い
に
つ
い
て
質
問
す
る
な
ど
し
て
密
教
研

績
に
勤
め
る
と
い
う
方
向
に
行
く
ほ
う
が
、
自
然
な
流
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
如
伺
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
「
や
が
て

（

5
）
 

（
日
た
だ
ち
に
）
」
六
角
堂
を
出
て
法
然
の
も
と
へ
と
向
か
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
流
れ
が
ど
う
も
釈
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

本
当
に
親
鷺
は
「
覚
禅
紗
』
に
書
か
れ
た
文
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
夢
告
の
典
拠
と
し
て
他
に
『
華
厳
経
」
に
も
と
づ
く
の
で

は
な
い
か
と
の
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
親
驚
は
六
角
堂
で
夢
告
を
得
て
何
を
思
っ
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の

後
法
然
の
門
を
た
た
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

六
角
堂
夢
告

私
考

五
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私
考

五
四

『
覚
禅
紗
」
と
台
密

名
畑
説
の
弱
点
は
、
氏
自
ら
が
記
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」
の
文
が
東
密
の
文
献
で
あ
る
『
覚
禅
紗
』
に
の

み
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
『
阿
裟
縛
抄
』
な
ど
の
台
密
側
の
文
献
に
は
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
の

出
拠
は
直
前
に
「
別
本
軌
」
と
記
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
儀
軌
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
名
畑
氏
は
、
宝
思
惟
訳
「
観
世
音
菩
薩
如

意
摩
尼
輪
陀
羅
尼
念
講
法
」
や
菩
提
流
支
訳
『
如
意
輪
陀
羅
尼
経
』
の
文
言
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」
や
「
行

そ
れ
で
も
や
は
り
台
密
側
に
な
ん
ら
の
伝
承
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い

の
文
と
の
親
近
性
を
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

者
宿
報
の
偽
」

う
の
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
東
密
と
台
密
は
と
も
に
密
教
ど
う
し
、
交
流
も
あ
り
影
響
関
係
も
あ
る
。
覚
禅
は
広
く
各
派
の
秘
法
・
秘
伝
を
収
集
す

る
こ
と
に
努
め
、
天
台
教
学
も
多
系
統
を
学
ん
で
い
る
。
ま
た
逆
に
台
密
の
『
阿
裟
縛
抄
」
で
も
、
た
と
え
ば
巻
第
九
十
二
「
如
意

一
部
を
除
い
て
東
密
の
『
図
像
抄
』
に
一
致
し
、
こ
れ
を
参
照
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

輪
L

に
は
七
つ
の
図
版
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
密
教
に
お
け
る
儀
軌
作
法
な
ど
の
伝
授
は
師
資
相
伝
を
原
則
と
す
る
か
ら
、
同
じ
東
密
で
あ
っ
て
も
流
派
を
異
に
す
る
と
そ

（

7
）
 

の
内
容
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
如
意
輪
観
音
の
像
容
で
見
て
み
る
と
、
後
掲
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
『
覚
禅
紗
』

は
必
ず
し
も
東
密
の
先
行
文
献
を
全
面
的
に
う
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
伝
の
違
い
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
東
密
の
中
で
さ
え
異
な
る
の
だ
か
ら
、

ま
し
て
東
密
と
台
密
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
東
密
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
が
台
密

で
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

東
密
と
台
密
の
違
い
に
つ
い
て
も
う
少
し
補
足
的
に
述
べ
れ
ば
、

た
と
え
ば
曇
茶
羅
の
諸
尊
を
供
養
す
る
修
法
の
一
つ
、
十
八
道
は
、

東
密
広
沢
流
・
中
院
流
・
小
島
流
・
持
明
院
流
が
大
日
を
本
尊
と
す
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
東
密
で
も
小
野
流
は
如
意
輪
を
本
尊
と
す



る
と
い
う
。
台
密
は
不
動
明
王
を
本
尊
と
し
、
構
成
も
東
密
の
も
の
と
異
な
る
点
が
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
八
道
に

対
す
る
東
密
と
台
密
と
の
理
論
の
様
相
は
「
一
言
で
い
っ
て
極
め
て
違
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
密
教
文
献
を
扱
う
場
合
は
、

こ
う
し
た
各
流
派
の
所
伝
の
違
い
と
い
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
『
覚
禅
紗
」
に
こ
れ
こ
れ
の
文
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
比
叡
山
に
も
伝
わ
っ
て
い
て
、
親
鷺
も
こ
れ
に
接
し
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
す
る
の
は
慎
重
を
要
す
る
の
で
は
な
い

だ
ヲ
均
一
う
か
。

深
い
論
を
展
開
さ
れ
た
の
が
、

と
こ
ろ
で
、
「
行
者
宿
報
の
偶
」
や
『
覚
禅
紗
』
の
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」
の
文
に
つ
き
、
「
玉
女
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
し
て
興
味

田
中
貴
子
氏
で
あ
る
。
田
中
氏
の
論
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は

『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
」
に
「
王
女
L

と
い
う
一
言
葉
が
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
仁
三
年
ご
二

O
三
）
六
月
二
十
今
一

日
の
暁
、
慈
円
は
次
の
よ
う
な
夢
告
を
得
た
。

国
王
御
宝
物
神
璽
宝
剣
神
璽
玉
女
也
、
此
玉
女
妻
后
之
幹
也
、
王
入
自
性
清
浄
玉
女
鉢
＼
令
交
会
給
、
能
所
共
無
罪
欺
、
此
故
、

神
璽
者
清
浄
玉
也

と
の
夢
告
を
記
し
た
後
、
慈
円
は
自
ら
の
夢
を
解
釈
し
て
い
る
が
、

又
思
惟
云
、
神
璽
者
仏
眼
部
母
乃
玉
女
也

そ
の
中
で
「
玉
女
」
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
慈
円
は
、
神
璽
を
仏
眼
部
母
の
王
女
と
解
し
て
い
る
。
今
問
題
と
し
て
い
る
親
驚
の
「
行
者
宿
報
の
偏
」
で
は
六
角
堂
の
本

尊
・
如
意
輪
観
音
と
玉
女
が
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
慈
円
は
玉
女
と
如
意
輪
の
関
係
を
連
想
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
眼
部
母
と
結
び

付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
藤
井
由
紀
子
氏
は
、
「
こ
こ
に
は
如
意
輪
観
音
と
の
関
係
は
何
ら
示
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
如
意
輪
観
音
の
象
徴
で
あ
る
知
意
宝
珠
に
神
璽
や
王
女
が
通
じ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
、
玉
女
が
性
的
行
為
を
別
次

元
へ
と
昇
華
さ
せ
る
点
で
も
、
『
覚
禅
紗
」
の
知
意
輪
観
音
の
誓
願
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
、
慈
円
の
『
夢
想
記
』
も
如
意
輪
観
音
信

（ロ）

仰
と
通
底
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
だ
ろ
う

六
角
堂
夢
告

私
考

一
五
五



65 64 63 62 61 図
二如 十如 二如 八女日 六如 像

管半意輪
二意 管意 管意 管意 抄
管輪 坐輪 立輪 坐輪

蜘（ 坐（ 像（ 像（ 像（
其 像其 其 六其 其
五 二四 一 香二） 脇） ） 属） ） 

侍

61 59 58 60 53U 
二如 十如 十如 二如 尊

半管意輪
一音 二意 管意 雑
腎輪 管輪 坐輪 記

蜘（ 立（ 立（ 像（
其 f象其 ｛象其 其
四 一） 脇） 脇） ） 

侍 f寺

172 171 167 168 163 166 覚

二管半 意如輪 知意輪
十如 十如 二如 八女日 禅

管一 音輪 二意 管意 管意 紗
管輪 坐輪 立輪

蜘（（ 1L 戸 「 坐（ 像（ 像（
其其 f象其 像其 其 六其
八七 二五 ー一→」 /¥  寄四））  脇） 脇） ） 属）

侍 侍

34 33 32 31 30 阿
二如 十如 二如 ／＼如 六如 裟

半管意 二意 管意 管意 骨意 縛

像管坐 輪観音 像坐 輪観3日主
立輪

坐像 輪観ヨ日白二

主歩、

蜘観輪3日包 像観
ム／、 Eずヨ「
香（

其 脇其 其 属其 其
五 侍四 一） ） ） ） 

六
角
堂
夢
告

私
考

五
六



二 63 62 
管四

十管立 十如管半天
蜘王

寺 像意
救 六輪

世観日
答
属

像

165 164 
六如 四如
管意 管意
坐輪 半輪
像（ 蜘（
二其 四其
天三 香二
女） 属）

が
、
も
し
『
覚
禅
紗
」

の
あ
の
文
が
比
叡
山
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
慈
円
は
ま
た
別
の
解
釈
を
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
延
久
五
年
（
一

O
七
三
）
に
は
公
家
三
壇
法
の
一
つ
で
あ
る
「
如
意
輪
法
」
が
比
叡
山
で
始
め
ら
れ
て
お
り
、
如

意
輪
観
音
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慈
円
の
夢
の
解
釈
の
中
に
如
意
輪
が
表
れ

て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（

H
H）

 

慈
円
は
、
当
時
の
台
密
に
お
い
て
も
っ
と
も
そ
の
特
徴
を
発
揮
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
慈
円
の
脳
裏
に
浮
か
ば
な
か
っ

た
玉
女
と
如
意
輪
の
関
係
を
言
う
「
本
尊
変
王
玉
女
事
」
と
は
、

は
た
し
て
当
時
比
叡
山
で
流
布
し
て
い
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
疑

問
符
が
付
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

台
密
で
「
玉
女
」
に
関
し
て
文
献
上
に
見
え
る
も
の
と
し
て
は
、
『
阿
裟
縛
抄
』
巻
第
百
七
十
二
に
見
え
る
「
玉
女
法
」
が
挙
げ
ら

れ
る

（
『
大
正
新
惰
大
蔵
経
』
図
像
第
九
巻
五
五
八
頁
）
。
「
陰
陽
家
」
が
盛
ん
に
用
い
て
い
た
も
の
が
「
真
言
教
」
に
入
っ
て
き
た
と

六
角
堂
夢
告

私
考

一
五
七



六
角
堂
夢
告

私
考

一
五
八

い
う
こ
の
作
法
の
表
白
に
は
、
地
蔵
菩
薩
や
文
殊
、
観
音
、
党
天
、
帝
釈
天
、

四
天
王
な
ど
を
敬
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
如
意

輪
と
の
特
別
な
関
係
を
示
唆
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
玉
女
を
愛
楽
す
る
に
依
り
て
施
主
の
所
願
を
円
満
し
給
ふ
」
と
述
べ
ら

れ
る
も
の
の
、
「
委
く
何
の
神
と
云
ふ
事
之
を
知
ら
ず
、
陰
陽
家
に
之
を
尋
ね
問
ふ
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
ど
う
も
台
密
と
し
て
は
マ
イ

ナ
ー
な
作
法
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
渓
嵐
拾
葉
集
」
巻
第
六
十
九
に
は
「
玉
女
方
事
」
と
い
う
項
目
が
あ
っ
て
、
「
弁
才
天
の

法
を
行
ふ
に
は
必
ず
玉
女
方
に
向
て
念
請
す
べ
き
也
」
と
記
さ
れ
る
。
玉
女
神
は
一
切
衆
生
に
吉
祥
を
授
け
る
愛
敬
の
大
神
だ
か
ら
、

祈
念
す
れ
ば
大
利
益
を
得
る
、
と
い
う
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
弁
才
天
の
法
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
如
意
輪
と
の
つ
な
が
り

（凶）

は
見
ら
れ
な
い
（
『
大
正
新
情
大
蔵
経
』
第
七
六
巻
七
三
六
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
、
台
密
の
文
献
に
見
え
る
「
玉
女
」
は
、
如
意
輪
と
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
東
密
と
は
別
の
伝

承
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
も
し
百
歩
譲
っ
て
『
覚
禅
紗
』

の
よ
う
な
こ
と
が
比
叡
山
に
伝
わ
っ
て
い
た
と

し
で
も
、

そ
れ
が
一
介
の
「
堂
僧
」
で
あ
っ
た
親
鷺
の
日
に
触
れ
得
た
も
の
か
ど
う
か
。
密
教
の
特
殊
な
作
法
な
ど
は
、
比
叡
山
の
中

で
も
特
に
そ
れ
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
内
に
い
な
け
れ
ば
、
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
驚
が
こ
と
さ
ら
密

教
に
傾
い
た
修
行
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
史
料
は
、
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

『
華
厳
経
』
入
法
界
品
と

「
行
者
宿
報
の
偶
」

「
行
者
宿
報
の
偽
」
に
お
い
て
、
「
玉
女
」
と
い
う
の
は
確
か
に
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
飛
び
ぬ
け
て
ポ
ピ

（口）

ュ
ラ
！
な
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
「
偶
」
の
中
で
は
む
し
ろ
一
番
人
口
に
贈
炎
し
て
い
な
い
語
で
あ
る
と
思
う
。
親
鷺
は
ど
こ
で

こ
の
語
に
接
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
夢
の
告
げ
で
あ
る
か
ら
、
別
に
出
拠
が
な
く
て
も
そ
う
し
た
言
葉
が
現
れ
る
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
が
、

ど
こ
か
で
自
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
夢
の
中
に
出
て
き
た
と
考
え
た
い
。
前
節
の
と
お
り
、
名
畑
説
の
よ
う



に
親
驚
が
「
覚
禅
紗
』
所
載
の
文
に
接
し
た
と
す
る
の
は
ど
う
も
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く

別
に
典
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
学
者
も
あ
る
。

例
え
ば
菊
藤
明
道
氏
は
、
「
大
乗
菩
薩
道
思
想
の
展
開
の
中
に
見
出
せ
る
主
体
的
・
積
極
的
に
女
身
を
も
っ
て
衆
生
を
済
度
せ
ん
と

す
る
〈
転
女
身
菩
薩
〉
（
『
順
権
方
便
経
』
）
や
〈
女
身
菩
薩
〉
（
『
大
集
経
』
）
と
の
思
想
的
関
連
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
お

ら
れ
る
。
壮
大
な
話
だ
が
、
「
転
女
身
菩
薩
」
と
か
「
女
身
菩
薩
」
は
変
成
男
子
説
の
流
れ
の
中
で
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
行

者
宿
報
の
偶
」
と
の
関
連
を
言
う
の
は
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
重
松
明
久
氏
は
「
玉
女
」
に
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
「
親
驚
夢
記
」
は
『
善
光
寺
縁
起
』
に
見
え
る
聖
徳
太
子
と
善
光

寺
如
来
と
の
往
復
書
簡
の
文
章
表
現
を
利
用
し
て
、
真
仏
・
顕
智
の
コ
ン
ビ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
の
意
見
で
あ
る
。

「
行
者
宿
報
の
偏
」
は
、
「
親
鷺
自
身
の
体
験
で
は
な
く
、
か
れ
の
門
下
に
お
い
て
、
公
然
と
妻
帯
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
宗
外
か

ら
の
批
難
に
対
応
し
、
こ
の
よ
う
な
夢
告
を
構
作
し
た
も
の
」
と
推
測
す
る
、
か
な
り
特
異
な
説
で
あ
る
。
様
々
な
点
で
邪
推
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
論
で
、
実
際
、
こ
の
説
に
賛
同
す
る
学
者
は
管
見
の
限
り
お
ら
れ
な
い
。

『
華
厳
経
」
入
法
界
品
に
「
玉
女
」
の
典
拠
を
求
め
る
見
解
も
あ
る
。
佐
々
木
月
樵
氏
の
提
唱
に
か
か
り
、
山
田
亮
賢
氏
、
そ
し
て

中
村
薫
氏
が
こ
の
説
を
継
承
し
て
お
ら
れ
る
。
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
で
は
、
善
財
童
子
が
様
々
な
善
知
識
を
訪
問
す
る
が
、
そ
の
中

で
四
十
一
人
目
に
登
場
す
る
の
が
釈
尊
の
妻
・
塵
波
（
旧
訳
で
は
塵
夷
、
以
下
カ
ツ
コ
内
は
旧
訳
の
語
）
で
あ
る
。
こ
の
程
波
の
物
語

の
部
分
に
は
、
「
玉
女
」
を
は
じ
め
「
行
者
宿
報
の
偶
」
に
使
わ
れ
て
い
る
語
が
随
所
に
見
ら
れ
、
類
似
性
が
高
い
と
い
う
。

指
摘
さ
れ
る
塵
波
の
物
語
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

塵
波
の
も
と
を
訪
れ
た
善
財
童
子
に
対
し
、
檀
波
は
自
ら
の
過
去
世
の
物
語
を
語
り
始
め
る
。

昔
、
無
畏
（
離
恐
怖
）
と
名
づ
け
る
世
界
に
安
穏
（
妙
徳
樹
須
弥
山
）
と
い
う
国
が
あ
っ
た
。
王
の
名
は
財
主
（
一
切
宝
主
）
、

王
太
子
を
威
徳
主
（
増
上
功
徳
主
）
と
い
う
。
あ
る
時
、
太
子
は
香
芽
園
（
香
芽
山
）
に
遊
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
太
子
は

六
角
堂
夢
告
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角
堂
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ノ、。

善
現
と
い
う
母
に
伴
わ
れ
た
具
足
妙
徳
（
離
垢
妙
徳
）
に
出
会
う
。
顔
容
端
正
（
端
厳
妹
妙
）
な
る
彼
女
に
、
太
子
は
惹
か
れ
る
。

し
か
し
母
善
現
は
、
太
子
は
将
来
転
輪
王
に
な
る
人
で
あ
り
、
宝
女
（
玉
女
宝
）
を
得
る
人
で
あ
る
か
ら
、
我
ら
の
よ
う
な
身
分

の
低
い
者
の
相
手
で
は
な
い
、
と
言
う
。
そ
の
後
、
妙
徳
は
勝
日
身
如
来
（
勝
日
光
如
来
）
の
夢
を
見
た
。
夢
か
ら
覚
め
る
と
天

の
声
が
す
る
、
「
如
来
が
さ
と
り
を
聞
い
て
か
ら
七
日
が
経
っ
た
。
今
如
来
は
法
雲
光
明
道
場
（
道
場
）
で
諸
菩
薩
や
神
々
に
園

達
さ
れ
て
い
る
」
。
夢
で
如
来
を
見
た
彼
女
は
、
そ
の
功
徳
故
に
怖
れ
が
な
く
な
り
、
太
子
に
求
婚
す
る
。
太
子
が
素
性
を
問
う

と
、
母
は
こ
の
玉
女
が
蓮
華
よ
り
生
じ
た
こ
と
や
美
徳
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
初
め
と
は
反
対
に
結
婚
を
勧
め
る
。
太
子

は
言
う
、
「
私
は
さ
と
り
を
求
め
、
菩
薩
行
を
修
せ
ん
と
し
て
い
る
。
汝
は
そ
の
妨
げ
に
な
る
の
だ
」
。
妙
徳
は
言
う
、
「
無
量
劫

の
海
の
中
、
地
獄
の
火
が
身
を
焼
こ
う
と
も
、
も
し
私
を
妻
に
迎
え
た
な
ら
ば
、
す
す
ん
で
そ
の
苦
を
受
け
よ
う
」
。

そ
し
て
彼
女
は
夢
で
如
来
を
見
た
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
太
子
は
大
い
に
歓
喜
し
、
彼
女
と
共
に
如
来
の
お
ら
れ
る
道
場
に

詣
で
た
。
さ
て
、
王
宮
に
帰
っ
た
太
子
は
、
父
王
に
知
来
の
出
興
を
述
べ
た
。
王
は
喜
び
、
王
位
を
太
子
に
譲
っ
て
、
自
ら
は
如

こ
切
劫
）

来
の
も
と
で
出
家
し
た
。

塵
波
は
以
上
の
よ
う
な
物
語
を
語
り
終
わ
っ
て
、
こ
の
太
子
と
い
う
の
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
こ
と
で
あ
り
、
妙
徳
こ
そ
こ
の
私
に

他
な
ら
な
い
、

と
善
財
童
子
に
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
親
鷺
は
「
教
行
信
証
』
を
「
若
有
見
菩
薩
修
行
種
種
行
、
起
善
不
釜
守
心
、
菩
薩
皆
摂
取
」
と
い
う
新
訳
『
八
十

華
厳
』
巻
第
七
十
五
の
文
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
塵
波
の
説
く
頒
の
中
の
一
節
で
あ
る
し
、
こ
れ
の
み
な
ら
ず
親
鷺
は
入
法

界
品
の
文
を
随
所
に
引
用
し
て
お
り
、
『
華
厳
経
」
に
大
い
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
中
村
薫
氏
は
、
「
塵
夷
の
前
世
の
物
語
を
通
し
て
、

（幻）

親
鷺
は
、
女
性
の
問
題
を
真
剣
に
考
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
行
者
宿
報
の
偏
」
が
塵
波
の
物
語
を
べ

1
ス
に
し
て
い
る
と
い
う
説
は
、
な
る
ほ
ど
と
も
思
わ
れ
な
い
で
は
な
い

の
中
心
と
な
る
菩
薩
は
普
賢
菩
薩
な
い
し
は
文
殊
菩
薩
で
み

μ
点
が
、

が
、
問
題
が
な
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
『
華
厳
経
』



ど
う
も
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
入
法
界
品
の
主
題
は
「
普
賢
行
」

の
開
顕
で
あ
っ
て
、
塵
波
の
物
語
も
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

（泌）

で
「
普
賢
の
徳
」
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
「
観
音
霊

は
「
笠
円
薩
普
賢
解
脱
門
（
普
賢
菩
薩
法
門
こ
で
あ
る
。
親
鷺
は
『
浄
土
和
讃
』

場
」
で
あ
る
六
角
堂
で
の
夢
告
と
は
、

や
や
結
び
つ
き
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
普
賢
菩
薩
の
霊
場
で
の
示
現
な

ら
納
得
で
き
る
が
、
六
角
堂
の
救
世
菩
薩
と
は
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
華
厳
系
の
観
音
と
い
う
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

（
幻
）

ほ
ど
の
広
が
り
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
し
、
少
な
く
と
も
六
角
堂
と
は
直
結
し
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ

『
往
生
要
集
』

の
中
の

「
玉
女
」

実
は

「
玉
女
」

と
い
う
語
は
、

七
高
僧
の
著
作
の
中
に
見
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

源
信
の

『
往
生
要
集
」

巻
中
末
「
大
文
第
六
・

別
時
念
仏
臨
終
行
儀
勧
念
」
に
、

若
有
二
衆
生
一
、
殺
ν
父
害
レ
母
、
罵
二
辱
六
親
一
。
作
二
是
罪
一
者
、
命
終
之
時
、
銅
狗
張
レ
口
化
ニ
十
八
車
一
。
状
如
ニ
金
車
一
。
宝
蓋
在
レ

ニ

ノ

、

y

ル

ト

ニ

テ

ニ

ジ

ヲ

フ

ト

カ

ン

ト

ニ

ク

ル

ニ

〆

シ

ヲ

ロ

テ

キ

ヲ

リ

テ

ノ

ニ

上
、
一
切
火
焔
化
為
二
玉
女
－
。
罪
人
遥
見
心
生
二
歓
喜
一
、
我
欲
レ
往
レ
中
。
風
万
解
時
、
寒
急
失
ν
声
、
寧
得
二
好
火
－
在
二
車
上
一
、

ユ

ル

ニ

ヲ

ア

テ

ラ

レ

ン

ト

シ

ノ

ヲ

リ

テ

チ

ル

タ

チ

マ

チ

ニ

Y

ニ

セ

リ

ニ

リ

レ

マ

タ

坐
燃
火
自
爆
。
作
二
是
念
－
己
、
即
便
命
終
。
揮
擢
之
間
己
坐
二
金
車
】
。
顧
二
謄
玉
女
－
皆
提
二
鉄
斧
一
折
ニ
裁
其
身
－
。

（
「
真
宗
聖
教
全
書
』

一
、
八
六

O
頁

（却）

と
見
え
る
の
で
あ
る
。
親
驚
は
「
玉
女
」
と
い
う
語
を
こ
の
記
述
で
知
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
「
観
仏
三
昧
海

経
』
巻
五

（
『
大
正
新
惰
大
蔵
経
』
第
一
五
巻
六
六
九
頁
）

か
ら
の
引
文
で
あ
っ
て
、
善
導
も
『
法
事
讃
」
巻
上
「
前
行
分

前
憤
悔
」

に
同
じ
箇
所
を
引
用
し
て
い
る

（
『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
、
五
七
九

1
五
八

O
頁
）
。
こ
の
「
往
生
要
集
』
と
「
法
事
讃
』

の
内
、
特
に

前
者
に
注
目
し
た
い
が

」
れ
は
親
鷺
の
比
叡
山
で
の
修
学
を
思
う
か
ら
で
あ
る
。

覚
如
は
親
驚
の
比
叡
山
時
代
の
こ
と
に
つ
き
、
「
し
ば
／
＼
南
岳
・
天
台
の
玄
風
を
と
ぶ
ら
ひ
て
、

ひ
ろ
く
三
観
仏
乗
の
理
を
達
し
、

六
角
堂
夢
告

私
考
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一Lノ、

と
こ
し
な
へ
に
梼
厳
横
川
の
余
流
を
た
〉
へ
て
、

ふ
か
く
四
教
円
融
の
義
に
あ
き
ら
か
な
り
」
（
「
親
鷺
伝
絵
』
）

と
述
べ
て
い
る
が
、

得
度
の
師
・
慈
円
と
の
関
係
も
勘
案
す
れ
ば
、
親
驚
は
横
川
の
常
行
堂
で
堂
僧
生
活
に
入
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
「
横
川
は
源
信

以
来
念
仏
が
地
に
し
み
つ
い
て
お
り
、
念
仏
者
の
あ
こ
が
れ
の
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
念
仏
に
心
を
ひ
か
れ
て
不
断
念
仏
を
修
せ
ん
と

す
る
も
の
は
、
源
信
の
浄
土
教
に
無
関
心
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
必
ら
ず
や
親
鷺
も
源
信
の
「
往
生
要
集
』
に
心
を
寄
せ
た
に
ち
が
い

な
い
」
と
い
う
佐
藤
哲
英
氏
の
考
察
は
、
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
親
驚
は
、
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
『
覚
禅
妙
』
の
文
の
よ
う
な
台
密
へ
の
伝
来
が
定
か
で
は
な
い
も
の
と
比
べ
て
も
、
格
段
の
素
養
と
親
し
み

を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
親
鷺
が
「
ご
せ
」
の
こ
と
を
祈
ろ
う
と
す
る
と
き
、
後
世
の
こ
と
に
関
す
る
基
本
文
献
で
あ
り
、
か
つ

の
こ
と
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
年
な
じ
ん
だ
で
あ
ろ
う
『
往
生
要
集
』

そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
考
察
し
て
み
た
い
。
親
驚
が
そ
の
著
作
の
中
で
『
往
生
要
集
』
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の

は
、
浅
田
正
博
氏
に
よ
れ
ば
二
十
四
箇
所
を
数
え
る
が
、
同
じ
文
言
を
何
箇
所
か
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
文

第
四
・
正
修
念
仏
か
ら
の
引
文
が
圧
倒
的
に
多
く
、
先
に
言
及
し
た
大
文
第
六
・
別
時
念
仏
へ
の
言
及
は
な
い
。
で
は
先
の
引
用
の
原

拠
で
あ
る
『
観
仏
三
昧
海
経
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
わ
ず
か
に
一
箇
所
、

（
内
容
も
異
な
る
）
。

し
か
も
『
安
楽
集
」
を
引
用
す
る
中
に
見
え
る
の

み
で
あ
る

つ
ま
り
、
先
の
引
用
に
「
玉
女
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
部
分
に
親
鷺
が
何
ら

か
の
言
及
を
し
て
い
る
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
同
じ
「
玉
女
」
と
は
い
う
も
の
の
、
「
行
者
宿
報
の
偏
」
で
は

「
玉
女
」
は
臨
終
に
極
楽
に
引
導
し
て
く
れ
る
存
在
だ
が
、
『
往
生
要
集
』
所
引
の
も
の
は
、
両
親
を
殺
害
す
る
よ
う
な
罪
を
犯
し
た

者
を
地
獄
で
苦
し
め
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
を
言
う
に
は
論
拠
に
乏
し
い
の

で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
が
あ
え
て
先
の
『
往
生
要
集
』
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
高
田
の
真
仏
が
『
経
釈
文
聞
書
』

の
中
で
「
観
仏
三
昧
経
一
言
」

と
し
て
次
の
文
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



極元
楽ニ始ョ

巳
来ノ
元
量ノ
罪

今
世
所
ν
犯
極
重
悪
、

日
日
夜
夜
所
レ
作
罪
、

念
念
歩
歩
所
レ
起
罪
、

ノ

ニ

テ

ス

念
仏
威
力
皆
消
滅
、

命
終
決
定
生
二

文

（
真
宗
高
田
派
教
学
院
編
『
影
印

高
田
古
典
』
第
一
巻
「
真
仏
上
人
集
」

一
三

0
1
一
三
一
頁
、
私
に
振
り
仮
名
を
略
し
、
句

読
点
を
付
し
た

こ
の
文
は
『
大
正
新
僑
大
蔵
経
』
第
一
五
巻
所
収
の
「
観
仏
三
昧
海
経
」
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

で
は
真
仏
が
ど
こ
か
ら
こ

の
文
を
採
録
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
『
経
釈
文
聞
書
』
に
は
周
知
の
と
お
り
「
行
者
宿
報
の
借
」
も
記
さ
れ
て
お
り
、
親
鴛
の

周
辺
に
あ
っ
た
も
の
を
真
仏
が
集
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
明
確
に
言
え
ば
、
親
鷺
そ
の
人
が
書
い
た
も
の
を
真
仏
が
写
し
た

と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
親
鷺
の
「
観
仏
コ
一
昧
海
経
」
観
が
表
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
観
仏

三
昧
海
経
」
は
そ
の
経
題
の
ご
と
く
「
観
仏
」
を
説
く
経
典
で
、
観
仏
に
よ
っ
て
滅
罪
が
説
か
れ
る
の
が
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

を
親
鷺
は
、
「
念
仏
威
力
皆
消
滅
」
と
「
念
仏
」
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
源
信
は
原
意
の
と
お
り
、
観
相
に

よ
る
滅
罪
と
い
う
解
釈
で
引
用
し
て
お
り
、
こ
れ
が
天
台
宗
で
の
標
準
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
親
驚
の
こ
の
理
解
は
法

然
の
門
へ
入
室
し
て
か
ら
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
親
驚
が
「
観
仏
三
昧
経
三
己

と
い
う
よ
う
な
文
を
書
き
、

ま
た
真
仏
が
こ
れ
を
採
録
し
た
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
親
鷺
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
顧
み
た

形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
実
は
親
驚
は
、
こ
の
経
典
に
結
構
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
文
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
罪
人
の
こ
と

「
往
生
要
集
』

で
は
先
の
引
用
の
す
ぐ
後
に
も
『
観
仏
三
昧
海
経
』

カま

記
逼犯シさ

院白ち
浄重よ
戒ノ禁ヲ a 

諸ノー、 匂

比占
丘 l止；
尼食シ

信
施ヲ

姉
妹

親誹
戚ヲ誘

不密
担ラ不〆
守曹司ず レ

iiヲ識ラ
ザ、因

果ヲ般

需y 断チ
親ヲ学ス

造y般

来：若ヲ
悪、

事ヲ堅金リ

十
方ノ
{ l：ヲ

億
二
僧
紙
物
一
、

姪
侠
元
道

（
『
真
宗
聖
教
全
童
百
』

一
、
八
六

O
頁

「
行
者
宿
報
の
偶
」
に
は
性
に
ま
つ
わ
る
親
鷺
の
悩
み
が
表
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
「
蛭
侠
元
道
」

（
邪
淫
に
ふ
け
っ
て
道
に
外

六
角
堂
夢
告

私
考

中ノ、



六
角
堂
夢
告

私
考

一
六
四

れ
た
こ
と
を
す
る
）

と
い
う
表
現
も
見
え
る
こ
と
に
日
が
行
く
。
そ
れ
を
も
含
め
て
、
「
無
断
無
憾
の
こ
の
身
」
（
『
正
像
末
和
讃
』
）
と

と
記
し
た
親
驚
の
思
想

も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
濁
悪
邪
見
の
ゆ
ゑ
な
り
」
（
「
尊
号
真
像
銘
文
』
）

言
い
、
「
煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、

と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
経
釈
文
聞
書
』
で
は
、
「
観
仏
三
昧
経
一
一
一
口
」
の
直
前
に
「
観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
＝
一
一
口
」

若
有
三
重
業
障
＼
元
下
生
二
浄
土
－
因
上
、
乗
ニ
弥
陀
願
力
＼
必
生
ニ
安
楽
園
＼

ツ

ノ

ニ

ニ

ケ

ハ

ノ

ヲ

ル

ト

又
言
、
若
人
造
二
多
罪
－
、
応
レ
堕
ニ
地
獄
中
－
、
韓
間
二
弥
陀
名
＼
猛
火
為
ニ
清
涼
一

と
し
て
次
の
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
『
影
印
高
田
古
典
』
第
一
巻
一
二
八

1
一
二
九
頁
）

「
観
仏
三
昧
経
言
」
と
違
っ
て
こ
ち
ら
は
経
文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る

『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
」
第
一
巻
三
六
三
頁
）

が
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
観
仏
三
昧
経
一
言
」
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
注
目
し
た
い
の
は
、
『
経
釈
文
聞
書
」

七
頁
）
。

で
は
さ
ら
に
こ
の
前
に
「
親
驚
夢
記
云
」
が
書
か
れ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

つ
ま
り
真
仏
は
、
「
行
者
宿
報
の
偏
」
を
記
し
た
後
、
ど
ん
な
に
罪
を
造
ろ
う
と
も
弥
陀
の
願
力
・
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る

（
『
影
印
高
田
古
典
」
第
一
巻
一
二
五

1

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
『
経
釈
文
聞
書
』
は
体
系
立
て
た
構
成
を
有
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
特
に
前
半
は
善
驚
事
件
の
影
響
を
受
け
た
文
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
編

こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
意
味
の
経
文
を
続
け
て
記
し
た
、

集
方
針
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
小
串
侍
氏
は
「
観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
言
」
の
文
は
「
夢
記
の
趣
旨
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
意

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
札
却
が
、
「
観
仏
三
昧
経
言
」
も
「
親
驚
夢
記
云
」
の
意
を
敷
桁
し
た
も
の
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
行
者
宿
報
の
偶
」
は
「
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
結
ぼ
れ
て
い
た
。
「
経
釈
文
聞
書
」
の
「
観
仏
三
昧
経
言
」
は
「
命
終
決
定
生
極

楽
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
往
生
要
集
』
所
引
の
「
観
仏
三
昧
海
経
』
に
見
ら
れ
る
「
玉
女
」
の
語
。
こ
れ
ら
は
何
か

関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
は
、
窓
意
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。



四

「
行
者
宿
報
の
偶
」
解
釈
の
難
解
さ

と
こ
ろ
で
、

そ
も
そ
も
「
行
者
宿
報
の
偶
」
は
非
常
に
難
解
な
偶
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
直
接
読
み
取
れ
る
内
容
と
、
法
然
の
門
へ
の

入
室
を
い
か
に
結
び
つ
け
る
の
か
、
先
学
た
ち
は
苦
心
惨
憶
し
て
来
た
。
夙
に
赤
松
俊
秀
氏
は
「
直
接
に
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
は
見

い
だ
せ
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
千
葉
乗
隆
氏
は
、
「
行
者
宿
報
の
備
」
は
「
結
婚
を
決
断
さ
せ
る
内
容
で
あ
っ

て
、
専
修
念
仏
に
帰
入
を
促
す
偽
文
と
は
思
え
な
い
」
と
し
て
、
示
現
の
文
は
「
廟
窟
偏
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
行
者
宿
報
の
伺
」

（持）

は
建
仁
三
年
の
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ご
く
最
近
、
松
野
純
孝
氏
は
、
「
行
者
宿
報
の
偏
」
は
親
鷺
が
改
名
す
る
き
っ
か
け

（

ω）
 

に
な
っ
た
夢
告
だ
と
い
う
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
学
者
の
聞
に
今
な
お
異
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
偏
」
の
読
解
が

そ
れ
だ
け
困
難
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
「
し
け
ん
の
も
ん
」

（叫）

H

「
行
者
宿
報
の
偏
」
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
『
恵
信
尼
文

書
』
に
い
う
「
し
よ
う
と
く
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
ひ
て
」

の
解
釈
に
つ
き
、
新
知
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
部
分
も
非
常
に
文

意
が
取
り
づ
ら
く
、
学
者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
る
。
「
聖
徳
太
子
の
」
と
い
う
「
の
」
が
主
格
を
表
す
の
か
、
「
聖
徳
太
子
の
文
」
な

そ
し
て
「
文
を
結
び
て
」
と
い
う
「
結
ぶ
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
う

し
た
解
釈
の
変
遷
、
詳
細
は
平
松
令
三
氏
や
今
井
雅
晴
氏
の
研
究
に
詳
し
い
が
、
中
世
の
太
子
伝
『
聖
法
輪
蔵
』
四
十
七
に
次
の
よ
う

の
か
、

と
い
〉
つ
占
…
、

な
記
述
が
あ
る
の
を
見
出
し
た
。

太
子
御
一
生
ノ
本
地
垂
跡
之
利
生
、

結
二
廿
句
文
一
給
ヒ
テ
、

ミ

シ

ュ

ン

ヤ

ニ

ソ

メ

ヲ

イ

ワ

ヤ

自
株
沙
染
＝
御
筆
一
、
岩
屋
之
内
、

ノ

テ

ノ

カ

ヘ

ニ

ン

ル

ン

西
立
石
壁
書
注
給
へ
ル
碑
文

Z三

（
以
下
、

「
廟
窟
偶
」

が
記
さ
れ
る
）

（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
五
二
三
頁
）

す
な
わ
ち
、
聖
徳
太
子
が
「
廿
句
の
文
に
結
ひ
給
ひ
て
」
自
ら
筆
を
取
っ
て
、
岩
屋
の
西
の
壁
に
そ
の
文
を
書
い
た
、

と
い
う
の
で

六
角
堂
夢
告

私
考

一
六
五



六
角
堂
夢
告

私
考

一ムハ六

あ
る
。
「
結
ひ
」
と
は
「
作
っ
て
」
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
は
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）

の
も
の
で
あ
り
、
「
文
を
」
と

「
文
に
」
の
違
い
は
あ
る
が
、
「
恵
信
尼
文
書
』
に
あ
る
「
も
ん
を
む
す
ひ
て
」
も
結
局
こ
う
し
た
意
味
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
聖
徳
太
子
が
文
を
作
っ
て
示
現
し
た
、
こ
う
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
を
唱
え

「
の
」
は
主
格
、

て
、
と
か
、
結
び
文
と
か
の
見
解
は
当
た
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。

さ
て
、
話
を
「
行
者
宿
報
の
伺
L

に
戻
す
と
、
「
経
釈
文
聞
書
」
に
記
さ
れ
た
「
親
鷺
夢
記
云
」
で
は
「
偶
」

の
前
後
に
文
が
付
さ

れ
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
重
き
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
の
意
見
も
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
偶
」
そ
の
も
の
と
法
然
の
門

へ
の
入
室
と
が
容
易
に
は
結
び
つ
き
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
脇
本
平
也
氏
は
、
「
親
鷺
夢
記
」
全
体
を
三
段
に
分
け
、
前
段
は
救
世
観

音
が
備
を
請
す
る
、
中
段
は
「
わ
が
誓
願
を
一
切
衆
生
に
説
き
聞
か
せ
よ
」
と
の
命
令
が
下
る
、
後
段
は
命
を
受
け
て
親
鷲
が
人
々
に

こ
れ
を
伝
え
る
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
中
段
の
「
観
音
の
召
命
」
が
中
心
テ
l
マ
で
あ
っ
て
、
「
行
者
宿
報
」
の
偏
文

は
「
見
る
人
の
眼
を
舞
台
へ
惹
き
つ
け
る
た
め
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
だ
と
さ
れ
た
。
平
松
令
三
氏
も
、
こ
の
偶
を
す
べ
て
の
人
々
に
説
き

聞
か
せ
よ
と
の
救
世
観
音
の
「
命
令
」
を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
命
令
実
践
手
段
と
し
て
法
然
を
頼
っ
て
行
っ
た
、
と

（叫）

さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
命
令
」
と
い
う
も
の
の
、
「
偏
」
そ
の
も
の
を
正
確
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
実
行
の
し
ょ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
や

御
影
」
の
賛
の
「
伺
」
、

は
り
「
偏
」
は
、
夢
記
の
中
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
浄
肉
文
」
の
裏
に
記
さ
れ
た
「
偶
」
や
、
「
熊
皮

そ
し
て
荒
木
門
徒
は
こ
の
「
偶
」
を
使
っ
て
談
義
本
「
親
鷺
聖
人
御
因
縁
」
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
は

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
「
偏
」
の
み
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
「
偏
文
」
そ
の
も
の
に
重
き
を
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思

〉つ。
思
う
に
、
「
行
者
宿
報
の
借
」
は
親
鷺
に
と
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在

確
証
は
な
い
。
む
し
ろ
、

の
我
々
が
長
い
間
か
か
っ
て
そ
れ
を
追
い
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
と
同
様
、
親
鷺
と
て
も
そ
の
意
味
が
す
ぐ
に
飲
み
込
め
た
と
い
う

一
市
現
の
と
お
り
「
一
切
群
生
に
説
き
聞
か

す
ぐ
に
理
解
し
て
い
た
の
な
ら
、
法
然
の
も
と
へ
な
ど
行
か
ず
、



す
べ
し
」
と
の
仰
せ
に
従
っ
て
そ
の
意
味
を
民
衆
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
今
井
雅
晴
氏
は
「
親
驚
は
こ
の
お
告
げ
を
受

ひ
と
ま
ず
意
外
な
感
じ
が
し
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
が
祈
っ
た
の
は
後
世
の
こ
と
で
あ
り
、
結
婚
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

（判）

な
の
に
お
告
げ
で
は
結
婚
の
可
能
性
が
正
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
て
、
極
楽
往
生
は
そ
の
次
、
ぎ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
確

か
に
、
「
偶
」
を
直
訳
し
て
み
る
と
、
親
鷺
が
祈
っ
た
で
あ
ろ
う
「
ご
せ
」
の
こ
と
と
は
ど
う
も
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
ズ
レ
が
学

け
て
、

者
間
の
見
解
の
相
違
を
生
み
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
し
、
親
驚
も
最
初
は
戸
惑
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

今
井
氏
は
論
を
続
け
て
、
「
誰
か
信
頼
で
き
る
人
に
「
そ
の
と
お
り
だ
』
と
い
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
記
し
て
お

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
に
お
い
て
、
仏
や
神
の
夢
告
と
い
う
の
は
、
ほ
か
に
保
証
人
が
必
要
な
ほ
ど
あ
や
ふ
や

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
こ
こ
は
、
「
夢
解
き
」
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
見
た
夢
を
誰
か
に
解
釈

そ
こ
に
、
法
然
の
も
と
へ
と
い
う
回
路
が
聞
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
河
東
仁
氏
は
、
夢
解
き
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
「
解
釈
し
た
結
果
を
相
手
に
承
服
さ
せ
う
る
宗
教
的
な
権
威
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
正
に
法
然
は
、
そ
の

し
て
も
ら
う
、

「
宗
教
的
な
権
威
」
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

親
鷺
は
示
現
を
得
て
、
な
ぜ
法
然
の
も
と
へ
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
誰
で
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
法
然
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
百
日
間
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
通
い
詰
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
親
鷺
は
、
難
解
な
「
行
者
宿
報
の
偶
」

の
真
の
意
味
を
問
う
た
め
に
法
然
を
訪
ね
た
の
で
は
な
い
か
。
夢
告
と
法
然
と
を

つ
な
ぐ
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
次
節
で
そ
の
辺
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

五

六
角
堂
か
ら
法
然
の
も
と
へ

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
恵
信
尼
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
親
鷺
は
夢
告
を
得
て
「
や
が
て
」
六
角
堂
を
出
て
法
然
の
門
を
た
た
い
て
い

六
角
堂
夢
止
口

私
考

ノ、
七



六
角
堂
夢
告

私
考

一
六
八

る
。
「
行
者
宿
報
の
偏
」
そ
の
も
の
に
は
法
然
の
名
は
も
と
よ
り
、
念
仏
へ
の
導
入
を
直
接
に
示
唆
す
る
文
言
が
何
ら
見
え
な
い
の
は
、

前
節
で
言
及
し
た
赤
松
俊
秀
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

平
雅
行
氏
は
、

は
じ
め
に
述
べ
た
『
覚
禅
紗
』
が
「
行
者
宿
報
の
偶
」

の
基
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
立
場
（
平
氏
は
「
女
犯
偶
」
と

い
う
用
語
を
用
い
て
お
ら
れ
る
）
だ
が
、
「
親
鷺
は
女
犯
偽
と

『
覚
禅
紗
』

の
共
通
点
に
感
激
し
た
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

つ
ま
り

女
犯
の
許
可
と
い
う
、
夢
告
の
意
味
内
容
が
彼
を
法
然
の
も
と
に
走
ら
せ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
親
饗
を
衝
き
動
か
し
た
の
は
、
両

者
の
相
違
点
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
親
鷺
は
、
「
覚
禅
紗
』
の
記
事
を
知
っ
た
時
で
は
な
く
、
女
犯
備
を
感
受
し
た
時
に
初
め
て
行

動
を
起
こ
し
た
の
で
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
平
氏
は
「
宿
報
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
さ
れ
、
「
女
犯
は
単
な
る
女
犯
で
は
な
く
、

本
人
の
意
思
を
超
え
た
、
絶
対
的
で
普
遍
的
な
あ
ら
ゆ
る
罪
業
の
象
徴
表
現
と
化
し
た
の
で
す
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
親
鷺
が
こ

の
「
偶
」
か
ら
直
ち
に
ご
う
し
た
意
味
を
読
み
取
っ
た
と
す
る
の
は
、
少
々
深
読
み
の
し
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
井
雅
晴
氏
も
、

「
親
鷺
は
比
叡
山
の
な
か
で
の
み
生
き
て
き
た
、

い
ま
だ
世
間
知
ら
ず
の
若
者
で
し
か
な
い
。
九
十
歳
と
い
う
途
方
も
な
く
長
い
人
生

を
終
え
て
膨
大
な
成
果
を
残
し
た
親
鷺
を
二
十
九
歳
の
若
者
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
、
過
大
な
期
待
を
か
け
る
、
と
い
う
こ
と
は
す

（
印
）

べ
き
で
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
「
覚
禅
紗
」
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
考
察
し
た
と
お
り
だ
が
、
加
え
て
、
な
ぜ

「
法
然
」

だ
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
に
関
し
て
、
平
氏
は
今
一
つ
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
仮
に
親
鴛
の
脳
裏
に
「
覚

禅
紗
」

の
文
が
浮
か
ん
だ
と
し
た
ら
、

や
は
り
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
密
教
の
専
門
家
の
も
と
へ
赴
き
、
相
違
点
に
つ
い
て
聞
い
た

だ
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
の
で
あ
る
。
親
鷲
が
そ
う
し
た
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
も
の
が

『覚

禅
紗
」

の
文
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
華
厳
経
」
が
「
行
者
宿
報
の
伺
」

の
基
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
人
々
は
、

そ
こ
か
ら
法
然
の
も
と
へ
、

と
い
う
占
…
に
つ
い
て
は
言

及
し
て
お
ら
れ
な
い
。
「
教
行
信
証
』
を
「
華
厳
経
』

で
締
め
く
く
っ
た
親
驚
の
原
体
験
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
推
測
は
確
か
に
興
味

深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

示
現
か
ら
『
華
厳
経
」

の
文
が
連
想
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
六
角
堂
を
出
て

「
華
厳
経
」

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト



も
っ
て
法
然
を
『
華
厳
経
」

の
と
こ
ろ
へ
赴
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
然
が
『
華
厳
経
』
を
披
覧
し
た
際
、
蛇
が
現
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
れ
を

（引）

そ
こ
の
と
こ
ろ
が
こ
の
説
で
は
説
明
で
き
な
い
。

の
専
門
家
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、

で
は
「
往
生
要
集
』

は
ど
う
か
。

当
時
、
『
往
生
要
集
」
の
註
釈
書
を
著
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
、
安
居
院
の
澄
憲
、
蓮
華
谷
明
遍
、
平
基
親
、
毘
沙
門
堂
明
禅
、

昌
誉
、
称
名
庵
、
石
泉
院
覚
什
、
妙
香
院
良
快
、
そ
し
て
法
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
も
っ
と
も
多
く
の
註
釈
書
を
残
し
た
の
は
、

法
然
で
あ
る
。
巻
数
だ
け
で
言
え
ば
、
平
基
親
の
『
往
生
要
集
勘
文
』
が
六
巻
と
大
部
だ
が
、
こ
の
書
は
断
簡
し
か
現
存
し
て
い
な
い

し
、
俗
人
で
も
あ
る
の
で
一
応
除
外
し
て
考
え
る
と
、
四
冊
の
註
釈
書
が
あ
り
、
し
か
も
す
べ
て
現
存
し
て
い
る
法
然
の

集
』
研
究
史
上
に
お
け
る
位
置
は
、
き
わ
め
て
高
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
先
の
人
々
の
中
で
法
然
よ
り
年
長
な
の
は
七
歳

「
往
生
要

年
上
の
澄
憲
だ
け
だ
が
、
澄
憲
に
は
『
往
生
要
集
疑
問
」
と
い
う
著
作
が
あ
る
も
の
の
、
法
然
の
一
連
の
註
釈
書
が
成
立
し
て
か
ら
著

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
他
の
人
は
法
然
よ
り
後
輩
で
も
あ
り
、

す
べ
て
法
然
が

『
往
生
要
集
」
に
注
目
し
た
影

響
を
受
け
て
の
述
作
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ
の
時
代
、

「
往
生
要
集
」

に
関
し
て
は
、
法
然
は
「
第
一
人
者
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

親
驚
が
「
行
者
宿
報
の
偶
」
か
ら
『
往
生
要
集
』

の
文
を
連
想
し
た
と
し
た
ら
、

そ
こ
か
ら
法
然
の
も
と
へ
と
い
う
道
筋
は
以
上
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
親
鷺
は
、
「
行
者
宿
報
の
偶
」

の
「
玉
女
」
と
い
う
語
か
ら
『
往
生
要
集
」
に
こ

の
語
が
出
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
意
味
合
い
も
異
な
る
し
、
「
偶
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
今
一
つ
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
そ
の
夢
告
の
「
夢
解
き
」
を
し
て
も
ら
お
う
と
、

つ
ま
り
「
偶
」
の
真
の
意
味
を
問
い
聞
き
開
く
べ
く
、
「
往
生
要
集
』

の

番

の
専
門
家
で
あ
る
法
然
の
も
と
を
訪
ね
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
親
鷺
は
専
修
念
仏
を
聞
い
た
法
然
の
こ
と
を
聞
き
及
ん
で
い
た
は
ず
で
、
こ
れ
が
人
生
に
と
っ
て
の
一
大
転
換
に
な
る

と
の
予
感
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
全
く
の
想
像
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
本
稿
で
は
深
入
り
は
せ
ず
、
法
然
が

（日）

の
権
威
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

「
往
生
要
集
』

六
角
堂
夢
告

私
考

ノ、
九



六
角
堂
夢
告

私
考

七。

六
角
堂
か
ら
法
然
の
も
と
へ
と
い
う
流
れ
を
こ
う
考
え
る
と
、
理
解
が
容
易
に
な
る
事
柄
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
光
明
本
尊
や
連
坐
像

の
、
聖
徳
太
子
の
上
に
源
信
が
描
か
れ
て
い
る
構
図
が
ど
う
し
て
成
立
し
た
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
宮
崎
園
遵
氏
は
「
源
信
と

太
子
と
の
両
像
が
関
係
を
も
っ
た
も
の
を
、
説
話
な
り
、
絵
伝
な
り
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
目
下
の
と
こ
ろ
資
料
的

（

M）
 

に
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
た
よ
う
に
、
六
角
堂
で
の
夢
告
で
『
往
生
要
集
」
を
連
想

し
、
そ
れ
で
法
然
の
も
と
へ
赴
い
た
と
い
う
流
れ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
太
子
↓
源
信
↓
法
然
と
い
う
構
図
が
自
然
に
理
解
で
き
る
の

（日）

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
明
本
尊
や
連
坐
像
が
そ
う
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
ら
六
角
堂
で

『
往
生
要
集
』
を
連
想
し
た
と
考
え
ら

れ
る
、

と
い
う
よ
う
な
逆
か
ら
の
議
論
を
展
開
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
六
角
堂
で
の
夢
告
と
法
然
と
を
結
ぶ
も
の
は
、
「
覚
禅
紗
」

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

よ
り
も
『
華
厳
経
』
よ
り
も
、
『
往
生
要
集
』
が
一
番
自
然
な
の
で
は
な
い
か
、

お

わ

り

本
稿
は
、
親
鷺
の
六
角
堂
夢
告
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
に
は
難
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

ま
っ
た
く
新
し
い
説
を
立
て
た
。
こ
れ
が
当

を
得
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
諸
賢
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
「
行
者
宿
報
の
偶
」
の
解
釈
は
、
そ
の
直
訳
と
、

い
わ
ゆ
る
真
宗
学
者
が
解
釈
す
る
の
と
で
は
、

か
な
り
の
聞
き
が

あ
る
。
例
え
ば
梯
賓
園
氏
は
、

そ
な
た
が
、

わ
れ
、

一
生
不
犯
の
誓
い
を
破
っ
て
結
婚
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
私
（
観
音
）
が
、
ギ
女
の
身
と
な
っ
て
現

そ
な
た
の
妻
に
な
っ
て
あ
げ
よ
う
。
そ
し
て
そ
な
た
の
人
生
を
仏
道
と
し
て
荘
厳
し
、
臨
終
に
は
極
楽
へ
引
導
し
よ
う

と
の
直
訳
を
示
し
な
が
ら
、

そ
の
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

そ
こ
（
H
「
行
者
宿
報
の
偏
」
、
引
用
者
註
）
に
は
、
破
戒
の
罪
を
犯
し
て
妻
を
も
ち
在
家
生
活
を
送
る
破
戒
僧
で
あ
っ
て
も
、



浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仏
道
の
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
念
仏
す

る
者
は
、
在
家
で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、
持
戒
・
破
戒
を
選
ば
ず
、
分
け
へ
だ
て
な
く
救
わ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
た
法
然
の
教
え
の

真
実
性
を
示
す
夢
告
と
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

赤
松
俊
秀
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
史
学
者
達
は
「
行
者
宿
報
の
偶
」
を
単
に
「
女
犯
」
と
の
関
連
で
の
み
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
後
の
親
鷺
が
た
ど
っ
た
道
筋
と
の
関
係
が
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
節
で
考
え
た
よ
う
に
、
「
経
釈
文

聞
書
』
に
見
ら
れ
る
「
観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
言
」
や
「
観
仏
三
昧
経
言
」
が
「
行
者
宿
報
の
偶
」

の
意
を
解
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
梯
氏
の
よ
う
な
理
解
は
概
ね
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
「
行
者
宿
報
の
偶
」

の
表
面
上
の
意
味
か
ら
、
悌
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
内
容
を
直
ち
に
汲
み
取
る
こ
と
が
、
法
然
の

門
に
入
室
以
前
の
親
鷺
に
で
き
た
か
ど
う
か
。
梯
氏
は
、
親
鷺
が
六
角
堂
に
行
っ
た
の
は
、
法
然
が
ま
こ
と
の
善
知
識
で
あ
る
の
か
そ

う
で
な
い
の
か
の
指
南
を
聖
徳
太
子
に
仰
ご
う
と
し
た
た
め
、

と
し
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
「
法
狭
山
」
は
六
角
堂
の
前
か
ら
既
定
の
こ

と
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
夢
告
を
受
け
た
時
の
親
驚
が
「
行
者
宿
報
の
偏
」
を
す
ぐ
さ
ま
「
法
然
の
教
え
の
真
実
性
を
示
す
夢

告
」
と
解
し
た
と
す
る
の
は
、
知
何
で
あ
ろ
う
か
。
親
驚
が
本
当
に
専
修
念
仏
の
教
え
に
う
な
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で

に
は
、
百
日
間
と
い
う
日
数
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
驚
は
六
角
堂
を
出
て
法
然
の
も
と
へ
向
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
一
義
的
に
は
夢
告
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
い
う
の
が
本
稿
の
推
測
で
あ
る
。
救
世
菩
薩
か
ら
の
告
げ
を
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な
い
し
、

も
し
そ
れ
が
す
ぐ
に
分
か
る

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
法
然
を
経
由
せ
ず
に
そ
の
内
容
を
広
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
夢
告
と
法
然
を
結
ぶ
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
『
往
生
要
集
」

で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
「
玉
女
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
『
往
生
要
集
』

の
第
一
人
者
た
る
法
然
の
も
と
へ
向
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
推
測
の
結
論
で
あ
る
。
百
日
の
後
、

親
驚
は
他
力
念
仏
の
教
え
を
よ
う
や
く
領
解
で
き
た
。
そ
の
時
、
同
時
に
「
行
者
宿
報
の
偏
」
の
持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
違
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い
な
い
。
「
行
者
宿
報
の
偏
」
は
、
確
か
に
「
女
犯
」
に
関
す
る
悩
み
が
下
敷
き
に
な
っ
て
は
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
「
法
然
流
」

に
解
釈
す
る
こ
と
に
納
得
が
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、

そ
の
後
の
親
鷺
は
、
「
一
切
群
生
に
説
き
聞
か
す
べ
し
」
と
の
救
世
菩
薩
の
仰
せ
に

従
っ
て
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
が
往
生
で
き
る
道
を
説
き
広
め
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
角
堂
に
お
け
る
夢
告
は
、
親
驚
の
人
生
に
お
げ
る
大
き
な
岐
路
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
詳
細
が
よ
く
分
か
ら
な
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
自
ら
の
こ
と
を
あ
ま
り
語
っ
て
い
な
い
親
鷺
だ
が
、
夢
と
い
う
も
の
は
む
や
み
に
人
に
話
し

（幻）

と
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
な
お
さ
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
二
十
九
歳
の
親
驚
は
何
を
思
っ
た
の
か
、
夢
告

て
は
な
ら
な
い
、

の
前
と
後
と
で
は
ど
ん
な
思
想
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
、
残
さ
れ
た
わ
ず
か
の
史
料
か
ら
そ
れ
ら
を
読
み
解
く
営
み
を
、
我
々
は
今
後

も
続
け
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

註（
1
）
最
近
で
は
「
女
犯
偏
」
と
い
う
呼
称
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
呼
称
は
備
の
本
質
を
表
し
て
お
ら
ず
、
「
菩
薩
荘

厳
引
導
偽
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
（
菊
藤
明
道
「
親
鷺
思
想
に
お
け
る
宗
教
倫
理
の
基
底
理
念
」
、
信

楽
峻
麿
教
授
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
親
鴛
と
浄
土
教
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
六
年
）
。
ど
ん
な
呼
称
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
「
偶
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、
本
稿
で
は
先
入
観
の
入
ら
な
い
「
行
者
宿

報
の
偏
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（2
）
『
恵
信
尼
文
書
』
に
あ
る
「
も
ん
を
む
す
ひ
て
」
の
解
釈
は
、
今
な
お
見
解
の
相
違
が
著
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
四
節

で
考
察
す
る
。

（3
）
名
畑
崇
「
親
驚
聖
人
の
六
角
夢
想
の
偏
に
つ
い
て
」
（
「
真
宗
研
究
」
八
、
一
九
六
三
年
）
、
同
「
六
角
堂
考
1
1
1
特
に
如
意
輪
の
信

仰
を
め
ぐ
り
親
驚
の
六
角
夢
想
に
及
ぶ

1
i」
（
『
大
谷
史
学
』
一

O
、
一
九
六
三
年
）

0

（4
）
た
と
え
ば
今
井
雅
晴
氏
は
、
「
親
驚
が
こ
の
「
覚
禅
紗
』
の
文
章
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
思
想
は
聞
い

た
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
六
角
堂
で
の
夢
告
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
（
「
親
鷺
の
六
角
堂
の
夢
告
」
、
『
親
鴛
と
浄
土
真
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O三
年
）

0

（5
）
近
年
、
平
雅
行
氏
は
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
（
「
親
驚
と
交
犯
偽
」
、
「
親
驚
と
そ
の
時
代
』
法
蔵
館
、

二
O
O
一年）

0

こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。



（6
）
清
水
善
三
「
覚
禅
紗
に
お
け
る
各
巻
の
構
成
と
そ
の
成
立
過
程
」
（
「
仏
教
芸
術
』
七

O
、
一
九
六
九
年
）
。

（7
）
註
（
6
）
の
論
考
中
の
表
を
参
考
に
し
、
そ
れ
に
大
幅
な
追
加
、
修
正
を
施
し
た
。
数
字
は
つ
大
正
新
筒
大
蔵
経
』
図
像
所
収
の
も

の
の
ぬ
で
あ
る
。
如
意
輪
憂
茶
羅
は
省
略
し
た
。

（8
）
佐
藤
正
伸
「
『
十
八
道
念
講
次
第
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
（
『
高
野
山
大
学
論
叢
』
三

O
、
一
九
九
五
年
）
。

（9
）
一
一
一
崎
良
周
『
台
密
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
八
年
）
五
九
二
頁
。

（
叩
）
田
中
貴
子
「
〈
長
一
女
〉
の
成
立
と
限
界
｜
｜
『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』
か
ら
『
親
鷺
夢
記
』
ま
で
｜
｜
」
（
大
限
和
雄
・
西
日
順
子
編

『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
4

亙
と
女
神
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
日
）
赤
松
俊
秀
『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）
二
二
八
頁
。

（
ロ
）
藤
井
由
紀
子
「
聖
徳
太
子
の
伝
承
｜
｜
イ
メ
ー
ジ
の
再
生
と
信
仰
｜
｜
』
（
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
一
一
八
頁
。

（
日
）
名
畑
崇
「
六
角
堂
考
」
（
註
（
3
）
所
掲
）
。

（H
）
三
崎
良
周
註
（
9
）
掲
書
六
五
六
頁
。

（
日
）
村
山
修
一
「
真
言
密
教
と
陰
陽
道
」
（
『
古
代
仏
教
の
中
世
的
展
開
』
法
蔵
館
、
一
九
七
六
年
）
に
「
玉
女
法
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
『
覚
禅
紗
』
巻
第
百
五
に
聖
天
の
陀
羅
尼
を
玉
女
菩
薩
の
一
ゴ
一
口
と
し
、
一
切
の
こ
と
を
す
べ
て
成
就
す
る
と
説
か
れ

る
（
『
大
正
新
惰
大
蔵
経
」
図
像
第
五
巻
四
五
五
頁
）
こ
と
に
関
連
し
て
『
阿
裟
縛
抄
』
の
記
載
が
引
か
れ
て
い
る
。
玉
女
日
如
意
輪

と
い
う
の
は
、
東
密
で
も
主
流
的
な
考
え
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
日
）
田
中
貴
子
「
〈
玉
女
〉
の
成
立
と
限
界
L

（
註
（
叩
）
所
掲
）
に
言
及
が
あ
る
。

（
げ
）
「
玉
女
」
と
は
一
般
的
に
は
、
転
輪
聖
王
が
具
有
す
る
七
種
の
宝
の
う
ち
の
一
つ
を
い
う
。
七
種
の
宝
（
七
宝
）
と
は
、
金
輪
宝
、

白
象
宝
、
紺
馬
宝
、
神
珠
宝
、
玉
女
宝
、
居
土
宝
、
主
兵
宝
。
な
お
、
名
畑
氏
は
註
（
3
）
の
論
文
の
中
で
「
覚
禅
紗
』
所
載
の
文
に

「
王
玉
女
」
と
あ
る
「
王
」
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
転
輪
聖
王
の
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
問
）
菊
藤
明
道
「
親
鷺
に
お
け
る
性
差
別
の
超
克

l
l救
世
菩
薩
夢
告
の
備
と
変
成
男
子
の
和
讃
を
中
心
と
し
て
1

1
」
（
『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
四
一
一
、
一
九
九
二
年
）
。

（
凹
）
平
川
彰
著
作
集
第
三
一
巻
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
I
』
（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）
三
八
四
頁
、
二
一
九

O
頁。

（
却
）
重
松
明
久
「
『
親
驚
夢
記
』
の
成
立
」
（
『
親
鴛
・
真
宗
思
想
史
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
九

O
年
）
。
な
お
、
氏
の
議
論
は
「
行
者
宿
報

の
偶
」
だ
け
で
な
く
、
高
田
専
修
寺
に
伝
わ
る
い
わ
ゆ
る
「
三
夢
記
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
三
夢
記
」
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
伝
親
鷺
作
『
三
夢
記
』
の
真
偽
に
つ
い
て
」
（
『
高
田
学
報
」
七
五
、
一
九
八
六
年
）
、
「
再
論
伝
親
驚
作
「
三
夢
記
』
の
真
偽
に

六
角
堂
夢
告

私
考

七



六
角
堂
夢
生
口

私
考

七
四

つ
い
て
」
（
「
高
田
学
報
』
九
二
、
二

O
O四
年
）
参
照
。

（
幻
）
佐
々
木
月
樵
全
集
第
四
巻
『
経
論
研
究
』
（
萌
文
社
、
一
九
二
八
年
）
所
収
「
真
宗
と
経
典
」
第
八
章
香
牙
園
の
夢
と
六
角
夢
想
段
、

山
田
亮
賢
「
華
厳
経
に
お
け
る
慶
波
善
知
識
と
親
驚
聖
人

l
l
『
教
行
信
証
』
後
序
と
「
伝
絵
」
六
角
夢
想
段
と
に
関
連
し
て

l
l」

（
大
谷
大
学
編
『
親
鷺
’
聖
人
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、
一
九
六
一
年
）
、
中
村
薫
『
親
鴛
の
華
厳
』
（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）
一
一
一
四

頁
1
一
二
七
頁
。

（
幻
）
新
訳
『
八
十
華
厳
』
巻
第
七
十
五
（
『
大
正
新
筒
大
蔵
経
』
第
十
巻
）
、
旧
訳
『
六
十
華
厳
』
巻
第
五
十
六
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

第
九
巻
）
。

（
幻
）
中
村
薫
註
（
幻
）
掲
書
一
二
七
頁
。

（M
）
伊
藤
瑞
叡
「
華
厳
経
の
成
立

l
l大
本
の
構
想
内
容
と
集
成
意
図
お
よ
び
十
地
経
の
位
置

l
i」
（
平
川
彰
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
直

道
編
『
講
座
・
大
乗
仏
教
』
第
三
巻
「
華
厳
思
想
」
春
秋
社
、
一
九
八
三
年
）
。

（
お
）
長
谷
岡
一
也
「
善
財
童
子
の
遍
歴
1
1
「
入
法
界
品
」
の
思
想
1
l」
（
註
（
但
）
掲
書
所
収
）
。

（
却
）
安
楽
元
量
の
大
菩
薩
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
綴
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
（
『
真
宗
聖
教
全

書
」
二
、
四
八
八
頁
）

0

（
幻
）
石
田
尚
豊
「
華
厳
経
美
術
の
展
開
」
（
「
日
本
美
術
史
論
集
！
ー
そ
の
構
造
的
把
握
1
1
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
八
年
）
、

同
『
華
厳
経
絵
」
（
『
日
本
の
美
術
』
第
二
七

O
号
、
至
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
六
三
頁
以
下
。

（
却
）
三
好
智
朗
「
入
出
二
門
偽
試
考
W
」
（
『
真
宗
教
学
研
究
」
九
、
一
九
八
五
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
中
で
三
好
氏
は
、
女
犯
に
苦

悩
し
つ
つ
吉
水
へ
の
心
の
傾
斜
が
強
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
六
角
堂
夢
告
に
も
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
深
く
考
察
は
し
て
お
ら

れ
な
い
。

（
却
）
佐
藤
哲
英
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
（
百
華
苑
、
一
九
七
九
年
）
「
研
究
編
」
五
九
四
頁
。

（
ぬ
）
『
法
事
讃
」
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
天
台
声
明
と
し
て
は
法
昭
一
の
「
五
会
法
事
讃
』
の
方
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
「
如
法

念
仏
」
に
は
『
法
事
讃
」
の
偶
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
親
鷺
も
実
修
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
不
断
念
仏
は
、
鎌
倉
以
降
は
「
如

法
念
仏
」
が
多
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
（
法
蔵
館
「
仏
教
音
楽
辞
典
」
）
。

（
訂
）
浅
田
正
博
「
親
鷺
聖
人
の
「
往
生
要
集
」
観
」
（
往
生
要
集
研
究
会
編
「
往
生
要
集
研
究
』
永
田
文
日
日
堂
、

（
幻
）
「
教
行
信
証
」
行
巻
大
行
釈
（
「
真
宗
聖
教
全
書
』
二
、
一
六
頁
）
。

（
お
）
生
桑
完
明
『
親
鷺
聖
人
撰
述
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
七

O
年
）
コ
二
ゴ
ニ
頁
。

一
九
八
七
年
）
。



（
担
）
福
原
隆
善
「
観
仏
系
経
典
に
見
ら
れ
る
仏
の
相
好
1

1

『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
中
心
に
1

1
」
（
石
上
善
感
教
授
古
希
記
念
論
文
集

「
仏
教
文
化
の
基
調
と
展
開
』
第
二
巻
、
山
喜
房
悌
書
林
、
二

O
O
一年）

Q

（
お
）
大
南
龍
昇
「
一
ニ
昧
経
典
と
『
往
生
要
集
』
｜
｜
源
信
の
『
観
仏
三
昧
経
』
観
｜
｜
」
（
『
往
生
要
集
研
究
』
、
註
（
幻
）
所
掲
）
。

（
お
）
佐
々
木
覚
爾
「
『
経
釈
文
問
書
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五

O
｜
一
、
二

O
O
一年）。

（
幻
）
小
串
侍
『
初
期
本
願
寺
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
七
九
年
）
六
五
頁
。
な
お
最
近
、
「
観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
言
」
と
同
じ

経
文
を
記
し
た
断
簡
が
親
驚
真
蹟
と
認
め
ら
れ
た
（
平
松
令
三
「
新
知
見
の
親
鴛
聖
人
筆
本
縁
経
要
文
」
、
豆
阿
国
学
報
』
九
二
、
二

O

O
四
年
）
。
「
観
仏
三
昧
経
言
L

も
親
鴛
の
真
蹟
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
お
）
赤
松
俊
秀
『
親
鷺
』
〈
人
物
叢
書
〉
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）
六
四
頁
。

（mm
）
千
葉
乗
隆
「
親
鷺
聖
人
も
の
が
た
り
』
（
本
願
寺
出
版
社
、
二

O
O
O年
）
五
一
頁
以
下
。
細
川
行
信
氏
も
、
「
行
者
宿
報
の
偶
」
は

吉
水
に
通
っ
て
い
る
聞
に
得
た
も
の
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
（
「
親
驚
聖
人
伝
絵
講
話
』
〈
光
華
叢
書
①
〉
（
光
華
女
子
大
学
・
短
期
大

学
真
宗
文
化
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）
）
。

（
ω）
「
松
野
純
孝
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
越
後
・
関
東
時
代
の
親
驚
と
恵
信
尼
」
（
『
真
宗
』
二

O
O四
年
六
月
号
、
東
本
願
寺
出
版
部
）
、
初

刷
で
は
な
く
再
発
行
の
も
の
を
参
照
。

（
叫
）
平
松
令
三
氏
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
廟
窟
偏
」
は
レ
デ
ィ
メ

l
ド
の
偶
文
で
あ
る
の
で
一
不
現
の
文
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う

古
田
武
彦
氏
の
見
解
は
、
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
る
（
平
松
令
三
『
親
鷺
』
〈
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
、
六
五
頁
）
。
平
松
氏
は
「
廟
窟
偶
」
に
つ
い
て
、
親
鷺
が
こ
れ
を
夢
告
に
よ
っ
て
得
た
の
な
ら
、
磯
長
太
子
廟
へ
行
っ
た
は
ず
、

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
納
得
で
き
る
意
見
で
あ
る
（
「
親
驚
の
六
角
堂
夢
想
に
つ
い
て
」
、
福
間
光
超
先
生
還
暦
記
念
「
真
宗

史
論
叢
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
三
一
年
）
。

（
必
）
平
松
令
三
註
（
位
）
掲
書
五
九
頁
以
下
。
今
井
雅
晴
註
（
4
）
論
文
。

（
時
）
脇
本
平
也
「
親
鴛
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
！
ー
ー
一
つ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
試
み
｜
｜
」
（
『
理
想
』
四
八
五
、
一
九
七
三
年
）
。

（
叫
）
平
松
令
三
註
（
H
U

）
掲
書
一

O
コ
一
頁
以
下
。

（
日
）
遠
藤
一
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
〈
性
v
i
－
－
輿
福
寺
奏
状
「
剰
破
戒
為
宗
」
を
手
掛
り
と
し
て
1
l
i
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
一
一
一
、
一

九
九
二
年
）
。
な
お
、
荒
木
門
徒
は
「
行
者
宿
報
の
偶
」
を
結
婚
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
お
り
、
法
然
の
門
へ
の
入
室
と
は
関
連
性

を
持
た
せ
て
い
な
い
。
こ
の
「
偶
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
様
々
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
侮
」
の
難
解
さ
が
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
え
よ
う
。

六
角
堂
夢
告

私
考

一
七
五



六
角
堂
夢
告

私
考

七

（
必
）
今
井
雅
晴
「
親
驚
と
東
国
門
徒
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
一
八
頁
。

（
灯
）
河
東
仁
『
日
本
の
夢
信
仰

i
l宗
教
学
か
ら
見
た
日
本
精
神
史
｜
i
」
（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二

O
O二
年
）
一
四
七
頁
。

（
必
）
赤
松
俊
秀
氏
は
註
（
お
）
掲
書
六
六
頁
で
、
「
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
は
、
め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ
ず
は
、

ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
」
（
「
和
語
灯
録
』
巻
五
、
『
真
宗
聖
教
全
書
』
四
、
六
八
三
一
頁
）
と
い
う
法
然
の
婚
姻
観
に
言
及
し
て
お
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
法
然
の
門
へ
入
っ
て
か
ら
聞
く
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
回
答
を
予
測
し
て
法
然
の
も
と
へ
赴
い
た
と
い

う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

（
必
）
平
雅
行
「
親
驚
と
女
犯
偽
」
（
註
（
5
）
所
掲
）
。

（
叩
）
今
井
雅
晴
「
親
驚
の
六
角
堂
の
夢
告
」
（
註
（
4
）
所
掲
）
。
今
井
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
前
註
に
あ
げ
た
平
氏
の
論
考
に
対
す
る
も
の

で
は
な
く
、
『
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
中
世
の
光
景
」
と
題
す
る
論
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
平
氏
の
基
本
的
な
考
え
は

変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
日
）
三
回
全
信
『
成
立
史
的
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
一
八
頁
。
当
時
の
『
華
厳
経
』
研
究
の
第
一

入
者
と
い
え
ば
明
恵
の
名
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
彼
は
親
鷺
と
同
い
年
な
の
で
、
教
え
を
請
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
明
恵
の
華

厳
の
師
は
仁
和
寺
の
景
雅
だ
が
、
も
し
親
鷺
が
そ
う
し
た
人
物
の
も
と
を
訪
ね
て
い
た
ら
、
事
態
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

〉つ。

（
臼
）
福
原
隆
善
「
叡
山
に
お
け
る
『
往
生
要
集
』
の
展
開
」
（
『
往
生
要
集
研
究
』
、
註
（
幻
）
所
掲
）

0

（
日
）
註
（
叩
）
で
言
及
し
た
『
法
事
讃
」
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
法
然
は
、
も
ち
ろ
ん
善
導
の
著
作
で
あ
る
か
ら
適
切
な
教
示
が
で
き

た
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
部
分
に
法
然
が
言
及
し
た
記
述
は
残
っ
て
い
な
い
。
法
然
と
「
法
事
讃
』
に
つ
い

て
は
、
佐
藤
心
岳
「
法
然
上
人
と
『
法
事
讃
』
」
（
仏
教
大
学
法
然
上
人
研
究
会
編
『
浄
土
宗
八
百
年
記
念
法
然
上
人
研
究
』
隆
文
館
、

一
九
七
五
年
）
参
照
。

（
臼
）
宮
崎
園
遵
「
光
明
本
尊
の
構
成
」
（
著
作
集
第
四
巻
『
真
宗
史
の
研
究
（
上
）
』
思
文
問
、
一
九
八
七
年
）
。

（
日
）
六
角
堂
と
法
然
を
結
ぶ
も
の
が
『
法
事
讃
』
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
流
れ
は
理
解
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
『
法
事

讃
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
註
（
初
）
や
（
日
）
で
考
え
た
と
こ
ろ
だ
が
、
恵
信
尼
文
書
に
い
う
「
後
世
を
い
の
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
」

と
い
う
表
現
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
「
往
生
要
集
』
の
方
が
し
っ
く
り
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
最
古
の
光
明
本
尊
で
あ

る
妙
源
寺
の
も
の
は
真
仏
が
賛
を
書
い
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
真
仏
は
『
経
釈
文
聞
書
』
と
「
浄
肉
文
」
の
紙
背
の
、
二
つ
の
「
行

者
宿
報
の
偶
」
を
残
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
真
仏
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
事
の
真
相
を
親
繁
か
ら
聞
き
及
ん
で
い
た
か
、
と
も



想
像
さ
れ
る
。

（
同
）
梯
賓
園
「
精
読
・
仏
教
の
言
葉
親
驚
』

（
日
）
河
東
仁
註
（
灯
）
掲
書
一
四
八
頁
。

六
角
堂
夢
告

私
考

（
大
法
輪
関
、

一
九
九
九
年
）

一
1
一
二
頁
。

七
七




