
。

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

｜
｜
太
子
信
仰
を
中
心
と
し
て
｜
｜

備
光
寺
派

門

I
 
l
 

e－－－
F
 

f散

真

は
じ
め
に

宗
祖
の
主
著
で
あ
る
「
教
行
信
証
」
を
は
じ
め
と
し
て
『
浄
土
和
讃
』
『
高
僧
和
讃
」
な
ど
は
八
十
歳
よ
り
以
前
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
八
十
を
こ
え
て
関
東
の
門
弟
達
の
聞
に
異
議
が
生
ず
る
こ
と
と
な
り
、
善
驚
が
関
東
へ
出
向
く
も
の
の
安
心
を
め
ぐ
っ
て
混

乱
が
大
き
く
な
り
、
遂
に
は
善
鷲
を
義
絶
せ
ざ
る
を
え
な
い
悲
し
む
べ
き
事
態
に
い
た
る
。
加
え
て
幕
府
に
よ
る
念
仏
弾
圧
事
件
を
惹

起
す
る
こ
と
と
な
り
、
よ
り
わ
か
り
易
く
説
く
必
要
か
ら
仮
名
聖
教
を
次
々
と
著
わ
し
て
い
く
。

八
十
三
歳
以
後
の
聖
教
を
み
る
と
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
を
改
め
ら
れ
た
点
も
少
な
く
な
い
。
晩
年
に
い
た
っ
て
殊
に
強
調

さ
れ
た
教
学
上
の
特
色
を
次
の
三
点
に
集
約
し
て
考
え
て
み
た
い
。

一
．
末
法
意
識
の
深
ま
り

二
．
現
生
正
定
緊
の
強
調

三
太
子
信
仰
の
深
ま
り



一
の
末
法
意
識
の
深
ま
り
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
先
学
の
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
「
教

行
信
証
」
が
書
か
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
『
末
法
燈
明
記
』
を
長
々
と
引
い
た
上
で
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
正
法
五
百
年
、
像
法
千
年
、

（

2
）
 

末
法
万
年
と
い
う
三
時
説
に
従
っ
て
い
た
の
で
聖
徳
太
子
も
末
法
の
救
主
と
考
え
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
内
、

し
か
し
八
十
三
歳
を
越
え
る
頃
か
ら
、
当
時
最
も
有
力
で
あ
っ
た
正
法
千
年
、
像
法
千
年
、
末
法
万
年
と
い
う
説
を
と
る
こ
と
と
な

れ
、
永
承
七
年
（
一

O
五
二
）
が
末
法
元
年
で
あ
る
と
考
え
、
よ
り
末
法
意
識
を
深
め
る
と
こ
ろ
か
ら

「
正
像
末
法
和
讃
」
な
ど
を

次
々
と
制
作
さ
れ
て
い
く
。

（

4
）
 

次
い
で
二
の
現
生
正
定
緊
の
強
調
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
既
に
論
じ
て
い
て
、
そ
の
概
略
を
示
し
て
み
た
い
。
宗
祖
七
十
六
歳
の
頃

と
思
わ
れ
る
『
浄
土
和
讃
』
の
大
経
讃
に
は
次
の
一
首
が
あ
る
。

員
賓
信
心
う
る
ひ
と
は
す
な
は
ち
定
緊
の
か
ず
に
い
る

不
退
の
く
ら
ゐ
に
位
す
れ
ば

か
な
ら
ず
減
度
に
い
た
ら
し
む
（
定
親
全
二
、
三
八
頁
上
）

一
方
、
八
十
五
歳
の
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
草
稿
本
「
正
像
末
法
和
讃
』

の
中
に
は
、

異
賓
信
心
う
る
ゆ
へ
に
す
な
は
ち
定
緊
に
い
り
ぬ
れ
ば

補
慮
の
嫡
勅
に
お
な
じ
く
て
無
上
覧
を
誼
す
べ
し
（
定
親
全
二
、

一
四
三
頁
）

と
い
う
一
首
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
前
半
の
二
句
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
る
が
、
後
半
の
二
句
は
異
な
っ
て
い
る
。

『
浄
土
和
讃
』
に
お
い
て
は
信
心
を
う
る
ひ
と
は
正
定
緊
不
退
の
位
に
住
し
、
滅
度
に
い
た
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
晩
年
の

『
正
像
末
法
和
讃
』
に
な
る
と
補
処
の
弥
軌
と
同
じ
と
し
て
弥
勤
等
同
を
説
き
、
無
上
覚
を
証
す
べ
し
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。
こ
の
弥
勤

等
同
の
考
え
は
八
十
三
歳
の
頃
か
ら
特
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
著
作
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。

宗
祖
は
晩
年
に
至
っ
て
善
驚
事
件
、
念
仏
弾
圧
事
件
な
ど
を
う
け
て
起
こ
っ
た
門
弟
聞
の
心
の
動
揺
を
し
ず
め
る
た
め
に
現
生
正
定

束
、
弥
勅
等
同
の
教
え
を
く
り
か
え
し
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
を
、
つ
け
て
い
い
よ
い
よ
悲
泣
す
べ
き
末
法
濁
世
で
あ

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

一一
一



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

一

る
と
の
感
を
深
め
、
善
驚
義
絶
と
い
う
深
い
苦
悩
の
中
か
ら
八
十
五
歳
二
月
九
日
夜
に
「
夢
告
讃
」
を
感
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
弥
陀

の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
こ
そ
が
往
生
の
正
因
と
な
り
、
撮
取
不
捨
の
救
い
に
あ
ず
か
つ
て
無
上
覚
を
さ
と
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
信

し
て
、
末
法
濁
世
と
い
う
危
機
感
を
超
克
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
三
の
太
子
信
仰
の
深
ま
り
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二
．
宗
祖
聖
教
に
見
る
太
子
信
仰

宗
祖
聖
教
に
お
い
て
太
子
信
仰
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
『
高
僧
和
讃
」
の
末
尾
に
お
い
て
七
高
僧
の
名
を
列
記
す

る
に
続
い
て
、

聖
慎
太
子
敏
達
天
皇
元
年
正
月
一
日
誕
生
し
た
ま
ふ

首
傍
滅
度
一
千
五
百
二
十
一
年
也

と
の
記
述
が
あ
り
、
太
子
を
七
高
僧
に
準
ず
る
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

晩
年
の
八
十
三
歳
に
は
『
皇
太
子
正
徳
奉
讃
』
七
十
五
首
、
八
十
五
歳
に
な
る
と
「
大
日
本
圃
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
百
十
五
首

や
『
上
宮
太
子
御
記
」
が
著
わ
さ
れ
、
最
晩
年
に
お
い
て
は

『
正
像
末
法
浄
土
和
讃
」
の
中
に
は
『
皇
太
子
正
徳
奉
讃
」
十
一
首
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
八
十
六
歳
六
月
二
十
八
日
書
之
と
の
奥
書
が
あ
る

『
尊
韓
民
像
銘
文
』
広
本
に
お
い
て
は
略
本
に
は
見
ら
れ
な
い

銘
文
と
し
て
勢
至
、
龍
樹
、
曇
驚
に
加
え
て
、
新
た
に
太
子
銘
文
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
銘
文
の
釈
丈
を
見
る
と
曇
鷲
と
太
子
の
本
文
に
は
他
の
銘
文
に
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
用
語
上
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
両
銘
文
に
限
つ
て
は
助
動
詞
「
ケ
リ
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。



古
来
、
過
去
を
表
わ
す
助
動
詞
「
キ
」
と
「
ケ
リ
」
の
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
は
国
語
学
の
分
野
に
お
い
て
数
多
く
の
論
文
が
発
表

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
「
キ
」
は
目
賭
回
想
、
「
ケ
リ
」
は
伝
承
回
想
を
表
わ
す
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
で
は
説
明
の

つ
か
な
い
用
例
が
い
く
つ
も
あ
り
近
年
で
は
こ
の
説
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

助
動
詞
「
キ
」
は
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
事
実
と
し
て
述
べ
る
際
に
多
く
用
い
ら
れ
、
「
ケ
リ
」
の
方
は
単
に
過
去
の
こ
と
と
し
て

述
べ
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
心
に
得
た
こ
と
、
心
に
響
き
感
動
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
、
過
去
の
事
実
が
現
在
に
ま

宗祖聖教における助動詞「ケリJrキjなどの用例

0 ri ケ
キ

浄土和讃 15 6 20 23 

高僧和讃 22 19 19 29 

正f象末手口讃 13 5 14 19 

自然法爾章 1 。 1 4 

75首太子讃 14 20 5 27 

115首太子讃 28 57 7 29 

尊号真像銘文（略） 。。11 5 

尊号真｛象名丈（広） 12 7 27 8 

一念多念文意 。l 10 11 

唯心紗文意（真筆） 。4 25 22 

唯心紗文意（流布） 。4 29 16 

一如来二種回向文 。 1 6 3 

弥陀知来名号徳 。。7 2 

三経往生丈類（略） 。。l 3 

三経往生丈類（広） 。。4 2 

消息類 16 43 80 3 

上宮太子御記 5 37 6 12 

西方指南抄（上本） 14 22 3 

西方指南抄（上末） 6 5 38 4 

西方指南抄（中本） 130 11 25 2 

西方指南抄（中末） 2 2 14 8 

西方指南抄（下本） 4 18 50 5 

西方指南抄（下末） 6 15 35 5 

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

四

で
及
ん
で
い
る
場
合
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
キ
」
十
「
ア
リ
」
が
つ
ま
っ
て
「
ケ
リ
」
と
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

和
歌
、
俳
句
な
ど
に
あ
っ
て
は
事
実
の
詠
嘆
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
古
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
広
く
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
結
び

に
「
ケ
リ
」
が
多
く
用
い
ら
れ
る
所
か
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
「
け
り
を
つ
け
る
」
「
け
り
が
つ
く
」
な
ど
と
日
常
的
に
用
い
ら
れ
、

「
時
と
場
合
に
よ
り
け
り
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。

宗
祖
も
和
讃
に
お
い
て
は
「
ケ
リ
」
を
多
用
し
て
い
る
。
し
か
し
和
讃
を
除
く
か
な
聖
教
を
見
る
と
「
ケ
リ
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
限
定
的
で
あ
る
。

「
西
方
指
南
抄
」
を
み
る
と
中
巻
本
に
お
い
て
助
動

（

6
）
 

調
「
ケ
リ
」
が
際
立
っ
て
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
は
じ
め
に
か
け
て
宗
祖
自
身
の
編
集
と
考
え
ら
れ
る

『
西
方
指
南
抄
」
全

般
に
わ
た
っ
て
は
法
然
の
丈
や
法
語
を
記
す
他
の
丈
で
は
「
キ
」
を
用
い
、

そ
れ
以
外
の
人
が
述
べ
た
言
行
を
記
す
他
の
文
に
お
い
て

は
「
ケ
リ
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

中
巻
本
に
「
ケ
リ
」
が
多
い
の
は
こ
の
巻
の
後
半
に
は
法
然
の
臨
終
行
儀
に
つ
い
て
の
記
述
と
、
法
然
の
こ
と
を
夢
中
に
見
た
人
々

の
話
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
宗
祖
が
帰
洛
後
自
ら
の
手
で
取
材
さ
れ
た
も
の
も
の
も
あ
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に

「
ケ
リ
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
祖
が
特
に
自
ら
の
心
に
響
い
て
感
動
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
師
法
然
へ
の
特
別
の
思
い
が
読
み
取
ら
れ
る
。

こ
れ
と
相
通
ず
る
も
の
が
『
尊
披
員
像
銘
文
」
広
本
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
和
讃
を
除
く
か
な
聖
教
に
は
ほ
と
ん
ど

「
ケ
リ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
広
本
に
は
十
二
例
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
内
の
九
例
は
太
子
銘
文
、
三
例
は
曇
鷲

銘
文
に
見
え
て
い
る
。
新
た
に
広
本
を
書
く
に
当
っ
て
宗
祖
が
太
子
及
び
曇
鷲
に
対
す
る
特
別
の
思
い
を
込
め
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

太
子
銘
文
を
み
る
と
日
羅
と
阿
佐
が
太
子
を
救
世
観
音
の
化
現
と
し
て
崇
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
は
こ
の
二



人
の
言
葉
が
強
く
心
に
響
き
感
動
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
、
こ
の
過
去
の
出
来
事
が
深
く
現
在
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
を
再
確
認
す
る
た
め
に
も
八
十
六
歳
に
な
っ
て
新
た
に
書
き
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

消
息
類
に
つ
い
て
も
十
六
例
中
の
十
例
は
義
絶
状
を
は
じ
め
と
す
る
八
十
三
歳
か
ら
八
十
四
歳
に
か
け
て
書
か
れ
た
善
鷲
に
関
す
る

消
息
に
あ
っ
て
、
こ
の
事
件
へ
の
特
別
の
思
い
が
読
み
取
ら
れ
る
。

「
上
宮
太
子
御
記
』

に
つ
い
て

六
角
堂
参
龍
に
お
け
る
太
子
一
不
現
の
丈
が
宗
祖
の
生
涯
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
晩
年
に
一
一
一
本
の
太
子

和
讃
が
相
次
い
で
制
作
さ
れ
た
ほ
か
に
も
、
も
と
も
と
太
子
の
伝
記
を
女
性
向
け
に
わ
か
り
易
く
書
か
れ
た
「
三
宝
絵
詞
」
を
主
な
拠

り
所
と
し
て
宗
祖
独
自
の
立
場
か
ら
『
上
宮
太
子
御
記
」
を
著
わ
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宗
祖
の
太
子
に
対
す
る
尊
崇
の
思
い
が

知
ら
れ
る
。

、ー，

の

「
上
宮
太
子
御
記
」

の
現
存
の
写
本
に
は
八
十
五
歳
五
月
十
一
日
に
「
書
写
之
」
と
あ
っ
て
同
年
二
月
三
十
日
の
百
十
五
首
太

子
和
讃
よ
り
後
に
成
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
二
本
成
立
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
奥
書
の
通
り
と
す
る
説
と
、
『
上
官
太
子

御
記
」
の
方
が
先
立
つ
と
す
る
説
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
私
は
後
者
の
説
に
従
い
た
い
。
そ
れ
は
現
存
の
写
本
に
「
書
写
之
」
と
あ
る

点
に
注
目
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。

宗
祖
の
数
多
く
の
聖
教
に
は
「
書
之
」
と
「
書
写
之
」
と
す
る
二
通
り
の
奥
書
が
あ
る
。
原
則
的
に
は
「
書
之
」
と
あ
る
場
合
に
は

新
た
に
初
め
て
書
か
れ
た
際
に
用
い
ら
れ
、
「
書
写
之
」
と
す
る
場
合
に
は
ま
ず
先
行
す
る
も
の
が
あ
っ
て
そ
れ
を
も
と
に
新
た
に
書

き
写
し
た
際
の
奥
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
先
行
す
る
一
本
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
大
幅
に
改
訂
を
加
え
ら
れ
た
場
合
に
は

「
書
之
」
と
な
っ
て
い
る
。

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

五



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

ム
ノ、

こ
の
こ
と
を
端
的
に
一
示
す
例
と
し
て
は
「
唯
心
紗
文
意
」
が
あ
る
。
現
存
す
る
諸
本
と
し
て
は
五
本
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
七

十
八
歳
十
月
十
六
日
の
本
誓
寺
本
に
は
「
書
之
」
と
あ
り
、
続
い
て
八
十
四
歳
一
二
月
二
十
四
日
の
光
徳
寺
本
、
八
十
五
歳
一
月
二
十
七

日
の
専
修
寺
真
蹟
本
に
は
い
ず
れ
も
「
書
写
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
八
十
五
歳
八
月
十
九
日
の
流
布
本
あ
る
い
は
正
嘉
本
と

称
さ
れ
る
一
本
に
は
真
筆
本
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
「
書
之
」
と
あ
っ
て
、
大
幅
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
一
念
多
念
丈
意
』
に
つ
い
て
み
て
も
現
存
す
る
真
蹟
本
に
は
八
十
五
歳
二
月
十
七
日
に
「
書
之
」
と
あ
り
、
同
年
八
月
六
日
の
流

布
本
に
あ
っ
て
は
「
書
写
之
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
二
月
十
七
日
の
真
蹟
本
よ
り
以
前
に
既
に
書
か
れ
て
い
た
一
本
が
あ
っ
た

こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
「
書
之
」
と
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
こ
の
初
稿
本
を
大
幅
に
改
訂
し

た
も
の
が
真
蹟
本
と
考
え
ら
れ
る
。

『
尊
競
異
像
銘
文
」
を
み
る
と
先
に
書
か
れ
た
略
本
に
は
「
書
写
之
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
広
本
で
は
「
書
之
」
と
な
っ
て
い
る
。

略
本
を
書
く
に
際
し
て
は
宗
祖
の
手
元
に
は
銘
文
ば
か
り
を
集
め
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
と
別
に
釈
丈
だ
け
を
集
め
た
一
本
が
あ
っ
て

こ
れ
を
書
写
し
た
も
の
が
略
木
で
あ
り
、
広
本
を
書
く
に
際
し
て
は
銘
文
と
釈
文
を
一
体
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
た
に
太
子
銘
文

な
ど
を
加
え
て
本
末
二
本
に
ま
と
め
た
こ
と
か
ら
奥
書
に
「
書
之
」
と
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。

『
上
宮
太
子
御
記
」
に
つ
い
て
も
そ
の
奥
書
に
「
書
写
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
本
が
あ
っ
て
こ
こ
に
は
「
書
之
」

と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
上
宮
太
子
御
記
』
も
百
十
五
首
太
子
和
讃
も
い
ず
れ
も
そ
の
原
拠
は
「
一
一
一
宝
絵
調
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
三
本
を

比
較
し
て
み
る
と
和
讃
に
先
行
し
て
「
上
宮
太
子
御
記
』
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
も
と
に
八
十
五
歳
二
月
に
和
讃
が
制
作
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
以
下
表
記
を
簡
略
化
す
る
た
め
『
二
一
宝
絵
詞
』
を
国
、
「
上
宮
太
子
御
記
」
を
圃
、
太
子
和
讃
を
百
四
と
一
不

す
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
聖
徳
太
子
の
名
前
の
由
来
を
説
く
に
際
し
、



国
勝
室
経
、
法
華
経
等
の
疏
を
作
り
、
法
を
弘
め
、
人
を
度
し
た
ま
ふ
に
よ
り
て
な
り
。

日
出
勝
室
経
法
華
経
等
の
経
疏
を
製
て
法
を
ひ
ろ
め
人
を
わ
た
し
た
ま
ふ
に
よ
り
て
聖
徳
と
ま
ふ
す
な
り
。

画
勝
霊
法
華
経
等
の
義
疏
を
つ
く
り
ひ
ろ
め
し
め
有
情
を
わ
た
し
た
ま
ふ
ゆ
へ
聖
徳
太
子
と
ま
ふ
す
な
り
。

と
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
注
目
す
べ
き
は
置
に
「
人
を
度
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
を
固
で
は
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
て
画
に
な

る
と
「
有
情
を
わ
た
し
た
ま
ふ
」
と
改
め
ら
れ
て
い
て
宗
祖
晩
年
の
用
語
上
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
新
訳
の
「
有
情
」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
存
の
奥
書
の
通
り
と
す
れ
ば
「
人
↓
有
情
↓
人
」
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
人
↓
人
↓
有
情
」

と
改
め
ら
れ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

更
に
は
直
面
の
二
本
に
比
べ
て
唖
で
は
原
拠
に
な
い
敬
語
が
新
た
に
用
い
ら
れ
て
い
て
「
弘
め
↓
ひ
ろ
め
↓
ひ
ろ
め
し
め
」
と

な
っ
て
宗
祖
用
語
上
の
特
色
で
あ
る
尊
敬
の
助
動
詞
「
し
む
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
例
の
み
な
ら
ず
圃
に
お
い
て
原
典
に
な
い
尊
敬

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
少
く
な
い
。
そ
の
内
の
数
例
を
示
す
と
、

国
内
裏
に
入
れ
つ
↓
頃
内
裏
に
入
れ
し
な
り
↓
圃
内
裏
に
い
れ
は
じ
め
た
ま
ひ
け
り

圃
ぬ
る
で
の
木
を
採
り
て
↓
国
白
膝
木
を
も
て
↓
圃
白
腰
木
を
と
ら
し
め
て

国
矢
を
放
た
し
む
↓
問
団
矢
を
は
な
た
し
む
↓
圃
箭
を
は
な
た
し
め
た
ま
へ
り
き

置
妃
答
へ
申
さ
く
↓
国
后
こ
た
え
て
ま
ふ
す
↓
置
き
さ
き
こ
た
へ
て
ま
ふ
さ
し
む

E
に
は
か
に
失
せ
ぬ
↓
置
に
は
か
に
失
せ
ぬ
↓
圃
に
わ
か
に
う
せ
ま
し
ま
し
ぬ

な
ど
と
あ
っ
て
、
固
は
置
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
受
け
て
い
る
の
に
対
し
、
圃
に
は
新
た
に
敬
語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

宗
祖
の
晩
年
に
お
け
る
太
子
信
仰
の
深
ま
り
の
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

ち
な
み
に
助
動
調
「
ケ
リ
」
に
つ
い
て
み
る
と
固
に
あ
る
四
例
を
圃
で
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
と
共
に
一
例
が
加
わ
り
、
閣
に
な

る
と
全
体
で
二
十
八
例
に
及
ん
で
い
る
。

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

七



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

J¥ 

い
ず
れ
に
し
て
も
国
は
圃
を
ほ
ぼ
忠
実
に
受
け
て
い
る
の
に
対
し
、
園
で
は
宗
祖
独
自
の
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も

先
に
あ
っ
た
凪
を
も
と
に
自
ら
の
表
現
に
改
め
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

四
宗
祖
の
太
子
観

宗
祖
の
最
晩
年
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
丈
明
本
の
「
正
像
末
法
浄
土
和
讃
』
に
収
め
ら
れ
た
十
一
首
の
太
子
和
讃
は
宗
祖
の
太

子
観
の
帰
結
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
太
子
の
め
ぐ
み
、
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
衆
生
が
正
定
緊
に
住
す
る
身
と
な
り
、

補
処
の
弥
勤
と
同
じ
身
と
な
り
う
る
の
だ
か
ら
、
太
子
の
恩
徳
は
謝
し
が
た
く
慶
喜
奉
讃
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。

十
一
首
中
の
九
首
目
に
は
、

上
宮
皇
子
方
便
し

和
園
の
有
情
を
あ
は
れ
み
て

慶
喜
奉
讃
せ
し
む
べ
し

如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り

と
あ
る
が
、
こ
の
和
讃
は
百
十
五
首
太
子
和
讃
に
も
見
ら
れ
、
八
十
五
歳
三
月
に
成
っ
た
草
稿
本
『
正
像
末
法
和
讃
」
に
も
収
め
ら
れ

（

7）
 

て
い
る
。
こ
の
草
稿
本
に
は
更
に
も
う
一
首
の
太
子
和
讃
が
見
え
て
お
り
、
八
十
三
歳
の
頃
か
ら
次
々
と
太
子
和
讃
が
制
作
さ
れ
て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
帰
結
と
も
い
え
る
十
一
首
和
讃
に
お
い
て
は
「
聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
」
を
讃
え
る
も
の
が
六
首
に
わ
た
っ
て

い
る
。
こ
の
あ
わ
れ
み
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
如
来
二
種
の
回
向
に
恵
ま
れ
、
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
以
外
に
は
自
ら
が
救
わ
れ
て
い
く

道
が
な
い
と
確
信
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
最
晩
年
の
和
讃
に
お
い
て
讃
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
心
の
喜
び
を
図
像

学
的
に
表
わ
そ
う
と
し
た
も
の
が
光
明
本
尊
で
あ
り
、
後
の
真
宗
教
団
の
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。



五
．
宗
祖
の
構
想
に
も
と
づ
く
光
明
本
尊

現
存
の
数
多
い
光
明
本
尊
の
始
源
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
愛
知
妙
源
寺
蔵
三
幅
本
は
宗
祖
在
世
中
に
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
見
え
る
札
銘
な
ど
は
弟
子
真
仏
の
筆
蹟
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
幅
の
内
の
中
央
の
一
幅
は
九
字
名
号
で
波
形
の
光
明
が
描
か
れ
て
い
る
。
向
っ
て
左
の
一
幅
に
は
勢
至
菩
薩
か
ら
法
照
禅
師

に
至
る
ま
で
の
天
壮
一
一
震
且
の
念
仏
相
承
の
祖
師
像
が
描
か
れ
、
右
の
ご
帽
に
は
和
朝
の
念
仏
相
承
者
と
し
て
太
子
に
始
ま
っ
て
恵
心
、

源
空
、
信
空
、
聖
覚
、
親
驚
の
図
像
が
描
か
れ
、
そ
の
図
像
部
の
天
地
並
び
に
中
間
部
分
に
は
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
も
早
く
は

（

8
）
 

宗
祖
八
十
三
歳
の
頃
に
は
既
に
成
っ
て
い
た
の
で
は
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
妙
源
寺
本
制
作
に
当
つ
て
は
宗
祖
自
身
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
一
一
幅
本
が
後
に
は
一
幅
本
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
、
光
明
本
尊
が
定
型
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
『
真
宗
重
宝
来
英
』
第
二
巻
に
お
い
て
は
六
十
有
本
が
収
載
さ
れ
、
そ
の
内

の
四
十
数
本
が
図
版
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
様
式
は
中
央
に
九
字
な
い
し
八
字
、
六
字
の
名
号
が
本
尊
と
し
て
記
さ
れ
、

こ
こ
か
ら
四
方
に
向
っ
て
光
明
が
直
線
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
の
名
号
の
向
か
っ
て
左
下
に
は
阿
弥
陀
如
来
、
右
下
に
は
釈
迦
如

来
の
姿
が
描
か
れ
、
左
右
外
側
に
は
十
字
、
六
字
の
名
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
央
名
号
の
左
右
に
は
先
徳
祖
師
の
姿
が
あ
り
、
念
仏

相
承
の
歴
史
を
同
一
画
面
に
表
わ
し
て
い
る
。

、

h
Hノ

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
太
子
以
外
の
祖
師
像
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
太
子
像
の
み
は
四
人
な
い
し
六
人

の
侍
臣
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
妙
源
寺
蔵
三
幅
本
に
は
四
人
の
侍
臣
と
し
て
小
野
妹
子
、
蘇
我
入
鹿
、
学
寄
、
恵
慈
の
姿
が
あ

一
幅
本
光
明
本
尊
で
は
多
少
の
出
入
り
は
あ
っ
て
も
阿
佐
、
日
羅
の
二
人
を
加
え
て
六
人
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

日
羅
の
名
は
「
聖
徳
太
子
惇
暦
』
を
は
じ
め
『
一
一
一
宝
絵
詞
』
な
ど
多
く
の
太
子
伝
に
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
二
人
が
百
済

阿
佐
、

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

九



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

愛知県妙源寺蔵三幅本

（『真宗重宝来失』第一巻）

四。

よ
り
来
日
し
て
太
子
と
対
面
し
た
際
に

は
救
世
観
音
菩
薩
が
太
子
と
な
っ
て
我

が
固
に
生
を
享
け
た
と
し
て
合
掌
し
た

と
す
る
伝
承
が
平
安
時
代
に
は
既
に
あ

り
、
宗
祖
も
こ
れ
を
受
け
と
め
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
『
尊
競
異
像
銘
文
」
の
広

本
を
書
く
に
当
つ
て
は
太
子
銘
文
と
し

て
新
た
に
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
前
述
の
如
く
助

動
調
「
ケ
リ
」
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、

宗
祖
の
心
に
強
く
響
き
感
動
を
も
っ
て

受
け
と
め
ら
れ
、
こ
の
伝
承
が
深
く
心

に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
銘
文
を
反
影
し
て
光
明
本
尊
に
お
い
て
は
こ
の
二
人
を
加
え
た
六
人
が
太
子
の
侍
臣
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

『
上
宮
太
子
御
記
」
な
ど
を
み
る
と
日
羅
の
こ
と
を
述
べ
る
際

た
だ
広
本
を
は
じ
め
と
し
て
七
十
五
首
及
び
百
十
五
首
太
子
和
讃
、

に
は
一
貫
し
て
新
羅
の
人
と
す
る
の
だ
が
、
本
来
は
百
済
の
日
羅
と
い
う
べ
き
所
で
あ
る
。
妙
源
寺
本
を
は
じ
め
と
す
る
光
明
本
尊
の

札
銘
あ
る
い
は
銘
丈
に
お
い
て
も
新
羅
と
な
っ
て
い
る
。

時
代
は
下
る
が
江
戸
時
代
の
親
鷲
伝
の
注
釈
書
を
見
る
と

『
本
願
寺
聖
人
親
驚
惇
給
記
』
「
善
人
聖
人
停
槍
紗
』
『
檎
停
撮
要
」
な
ど

に
は
正
し
く
百
済
の
日
羅
と
し
て
伝
え
て
い
る
。



と
こ
ろ
で
妙
源
寺
本
は
顕
智
に
よ
っ
て
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
末
を
下
限
と
し
て
三
河
平
田
道
場
に
九
字
名
号
と
と
も
に
掛
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
存
覚
も
こ
れ
を
実
見
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
『
袖
日
記
」
に
平
田
本
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
平
田
本
で
は
太
子
及
び
聖
覚
の
銘
文
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
。

-1......・
ノ、

光
明
本
尊
成
立
の
教
学
的
背
景

こ
こ
で
光
明
本
尊
が
制
作
さ
れ
る
に
至
る
宗
祖
の
教
学
的
な
裏
づ
け
に
な
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
考
え
て
み
た
い
。
光
明
本
尊
成

立
の
背
景
に
は
宗
祖
の
太
子
信
仰
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

聖
徳
太
子
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
広
く
庶
民
の
聞
に
信
仰
を
集
め
て
お
り
、
太
子
を
浄
土
引
接
者
と
考
え
て
太
子
像

を
前
に
し
て
亡
き
人
や
自
分
自
身
の
浄
土
往
生
を
願
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
日
本
往
生
極
集
記
』
に
お
い
て
は
そ
の
筆
頭
に
太
子
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
わ
が
国
で
は
太
子
が
浄
土
往
生
を
願
っ
た
念

仏
相
承
の
元
祖
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
、
宗
祖
も
浄
土
引
接
者
と
し
て
の
太
子
を
意
識
し
て
、
自
身
の
傍
ら
に
は
太
子
像
が
安

置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
和
朝
念
仏
相
承
の
歴
史
の
筆
頭
と
し
て
崇
め
た
宗
祖
は
、
太
子
の
あ
わ
れ
み
、
め
ぐ
み
に
よ
っ
て

二
回
向
の
教
え
に
出
会
え
た
喜
び
か
ら
光
明
本
尊
の
和
朝
部
の
筆
頭
に
描
く
と
い
う
構
想
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
壮
一
一
震
且
部
の
筆
頭
に
勢
至
菩
薩
が
位
置
す
る
こ
と
は
阿
弥
陀
如
来
よ
り
念
仏
を
付
属
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
向
っ
て
左
側
が
勢
至
か
ら
始
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
右
側
に
は
観
音
菩
薩
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
観
音

の
化
身
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
太
子
を
筆
頭
に
お
く
と
い
う
の
は
宗
祖
の
構
想
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
深
い
太
子
信
仰
と
と

も
に
、
庶
民
の
聞
に
も
浄
土
引
接
者
と
し
て
の
太
子
信
仰
が
盛
ん
で
あ
り
、
太
子
像
が
多
く
造
ら
れ
、
太
子
絵
伝
が
広
く
掛
け
ら
れ
て

い
た
と
い
う
背
景
を
、
つ
け
て
、
太
子
と
侍
史
を
一
幅
に
描
く
太
子
略
絵
伝
の
姿
を
光
明
本
尊
の
和
朝
先
徳
像
の
筆
頭
に
配
す
る
と
い
う

宗
祖
晩
年
の
教
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の
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構
図
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
、
太
子
信
仰
と
初
期
真
宗
教
団
の
展
開

宗
祖
の
太
子
信
仰
は
後
の
人
に
も
継
承
さ
れ
て
い
て
、
覚
知
に
は
わ
ず
か
に
御
絵
伝
に
そ
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
存

覚
に
強
く
う
け
つ
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
川
山
）

存
覚
が
四
十
九
歳
の
時
に
著
わ
し
た
『
報
恩
記
』
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

又
聖
徳
太
子
は
和
園
の
数
主
敬
興
の
根
源
な
り
。
是
も
観
音
の
垂
誠
一
に
て
お
は
し
し
か
ば
我
朝
に
出
生
し
悌
教
を
弘
通
し
給
し
本

意
、
も
は
ら
禰
陀
の
敢
に
あ
り
。
乃
ち
敏
達
天
皇
二
年
、
太
子
二
歳
に
し
て
東
方
に
向
ひ
言
を
出
、
南
無
併
と
唱
へ
給
し
。
そ
の

名
を
あ
ら
は
さ
ず
と
い
へ
ど
も
意
は
嫡
陀
の
名
競
に
あ
る
べ
し
と
先
達
こ
の
義
を
断
簡
せ
り
。

太
子
を
和
国
の
教
主
と
う
け
と
め
、
そ
の
二
歳
の
時
に
南
無
仏
と
唱
え
た
こ
と
を
弥
陀
の
名
号
を
称
え
た
と
解
し
て
、
こ
れ
は
宗
祖

に
も
同
じ
受
け
と
め
方
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
る
。
続
い
て
少
し
後
に
も
、

本
地
の
観
音
も
師
孝
の
た
め
に
調
陀
を
頂
戴
し
、
垂
遮
の
太
子
も
師
孝
の
た
め
に
粥
陀
を
敬
重
し
た
ま
へ
り
。
是
報
恩
の
志
を
し

て
凡
夫
に
知
し
め
ん
が
矯
な
り
。
誰
か
是
を
慕
奉
ざ
ら
ん
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
「
わ
が
報
思
謝
徳
の
た
め
必
ず
追
善
を
い
と
な
む
べ
き
な
り
」
と
い
い
、
「
其
追
善
の
っ
と
め
に
は
念
悌
第
一
な
り
」

と
も
示
し
て
い
る
。

（

日

）

更
に
は
光
明
本
尊
の
解
説
を
目
的
と
し
て
了
源
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
排
述
名
樫
紗
」
を
み
る
と
、

つ
ぎ
に
わ
が
朝
の
先
徳
の
な
か
に
ま
づ
聖
徳
太
子
を
つ
ら
ね
た
ま
へ
り
。
こ
れ
も
ひ
と
へ
に
員
宗
の
祖
師
に
あ
ら
ず
、
血
脈
相
承

の
義
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
日
本
固
に
例
法
を
ひ
ろ
め
た
ま
ひ
し
思
徳
を
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
こ
れ
を
の
せ



た
て
ま
つ
ら
る
る
な
り
。
な
か
ん
づ
く
に
聖
人
六
角
堂
の
利
生
に
よ
り
て
み
づ
か
ら
も
こ
の
法
を
た
も
ち
、

あ
ま
ね
く
ひ
ろ
め
た
ま
う
が
ゆ
へ
に
、
こ
と
に
太
子
を
あ
が
め
た
ま
へ
り
。

ひ
と
を
お
し
へ
で
も

と
述
べ
て
、
宗
祖
が
太
子
を
和
国
の
教
主
と
し
て
崇
め
、
六
角
堂
に
お
け
る
太
子
の
一
不
現
を
重
く
う
け
と
め
た
こ
と
か
ら
、
光
明
本
尊

に
お
い
て
も
太
子
を
重
要
な
所
に
配
置
す
る
と
い
う
構
想
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
存
覚
の
教
え
を
う
け
た
了
源
に
も
太
子
信
仰
の
深
さ
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
元
応
二
年
（
一
三
二

O
）

勧
進
帳
」
を
み
る
と
、

の

『
山
科
悌
光
寺
造
立

禰
陀
如
来
は
瀞
土
の
導
師
な
り
。
衆
機
を
妙
蓮
蓋
の
う
へ
に
引
接
す
。
聖
徳
太
子
は
和
国
の
教
主
な
り
。
諸
典
を
豊
葦
原
の
う
ち

に
弘
宣
す
。
も
と
も
そ
の
大
悲
を
た
の
む
べ
し
。

と
述
べ
た
上
で
、

お
ほ
よ
そ
そ
の
随
喜
讃
嘆
の
因
、

お
な
じ
く
西
利
数
主
の
済
度
に
あ
づ
か
り
、
誹
誇
悪
賎
の
縁
か
へ
り
て
上
宮
聖
霊
の
汲
引
に
あ

づ
か
ら
ん
。

と
あ
る
。
山
科
悌
光
寺
を
建
立
す
る
に
当
り
、
弥
陀
如
来
及
び
聖
徳
太
子
の
二
尊
の
救
済
、
汲
引
に
あ
ず
か
ら
ん
こ
と
を
説
い
て
慕
財

を
懇
請
し
て
い
る
。
了
源
は
こ
の
後
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏
像
に
加
え
て
新
た
に
聖
徳
太
子
像
を
造
立
し
て
、
こ
の
二
尊
像
を

安
置
し
て
悌
光
寺
の
完
成
を
み
て
い
る
。

悌
光
寺
は
了
源
滅
後
八
代
目
の
女
性
門
主
了
明
尼
の
も
と
で
光
明
本
尊
に
加
え
て
絵
系
図
を
盛
ん
に
用
い
て
教
団
確
立
の
基
礎
を
築

い
て
い
く
。

既
述
の
如
く
初
期
真
宗
教
団
に
あ
っ
て
は
太
子
信
仰
を
要
と
す
る
光
明
本
尊
が
教
勢
拡
張
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
宗
祖
の
構
想
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

四
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八
．
光
明
本
尊
に
見
る
銘
文
に
つ
い
て

妙
源
寺
本
三
幅
本
は
後
に
は
定
型
化
し
た
一
幅
本
の
光
明
本
尊
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
九
字
、
十
字
、
六
字
の
三

名
号
が
一
幅
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
太
子
の
三
骨
一
廟
の
思
想
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
太
子
磯
長
廟
に

対
す
る
信
仰
を
広
め
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
受
け
て
「
上
宮
太
子
御
記
』
の
末
尾
に
あ
る
「
太
子
御
廟
の

註
文
出
現
の
事
」
の
記
述
と
「
文
松
子
伝
」
の
偶
丈
が
そ
の
拠
り
所
な
っ
て
い
る
。

光
明
本
尊
を
考
え
る
に
当
つ
て
は
宗
祖
以
後
の
高
僧
像
名
を
記
す
札
銘
が
大
い
に
参
考
と
は
な
る
の
だ
が
、

し
か
し
そ
の
札
銘
は
し

ば
し
ば
白
く
塗
り
潰
し
た
り
、
別
人
の
名
前
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
光
明
本
尊
の
系
統
を
考
え
る
際
し
て
は
札
銘
と
と
も
に
そ
の
天
地
に
見
え
る
銘
文
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
た
。
し
か
し
こ
の

銘
文
と
い
え
ど
も
制
作
当
初
の
姿
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
中
に
は
天
地
の
銘
文
が
切
り
取
ら
れ
て
現
存
し
な
い
も
の
、
天
又

は
地
の
銘
文
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
後
世
の
補
修
に
際
し
て
別
の
銘
文
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら

れ
る
。
又
揃
っ
て
い
て
も
判
読
不
可
能
の
場
合
も
あ
る
。

「
真
宗
重
宝
来
英
』
に
収
載
さ
れ
た
六
十
六
本
の
光
明
本
尊
の
内
で
写
真
図
版
が
登
載
さ
れ
て
い
る
四
十
六
本
に
つ
い
て
、
そ
こ
に

読
み
取
れ
る
銘
文
の
一
覧
表
を
作
成
し
て
み
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
存
の
光
明
本
尊
は
六
系
統
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
と
思
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

ま
ず
宗
祖
在
世
中
に
成
立
し
て
い
た
妙
源
寺
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
ゴ
一
幅
本
天
地
に
は
計
十
二
の
銘
文
が
あ
り
、
加
え
て
和
朝
部
の

中
間
に
太
子
と
源
信
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
銘
文
は
宗
祖
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
選
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。



ま
ず
第
一
に
は
祖
師
方
の
中
で
勢
至
、
龍
樹
に
関
す
る
銘
文
は
見
出
さ
れ
な
い
。

次
に
特
徴
と
し
て
聖
覚
の
銘
文
と
し
て
は
「
報
恩
謝
徳
表
白
文
」
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
の
一
幅
本
光
明
本
尊
に
は
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
銘
文
は
『
尊
競
員
像
銘
文
」
の
略
本
に
そ
の
釈
文
が
あ
り
、
銘
文
そ
の
も
の
は
広
本
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
夫
根
有
利
鈍
」
か
ら
始
っ
て
「
信
力
何
不
備
ど
ま
で
と
更
に
続
い
て
「
然
我
大
師
聖
人
」
か
ら
「
量
煩
業
郭
重
欄
」

ま
で
の
丈
が
引
か
れ
て
い
る
。
妙
源
寺
本
に
お
い
て
は
紙
面
の
関
係
か
ら
か
前
半
部
分
の
み
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
に
は
「
乃

至
」
の
後
が
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
る
。
本
来
こ
の
語
は
無
く
て
も
い
い
か
と
思
う
が
、
妙
源
寺
本
制
作
の
時
点
で
は
略
本
の
み
が
あ
っ

て
、
宗
祖
の
手
元
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
銘
文
集
を
も
と
と
し
て
書
き
写
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
「
乃
至
」
の
語
を
含
む
前
半
だ
け
に
限

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
太
子
銘
文
と
し
て
は
一
般
に
「
御
廟
記
丈
」
と
称
さ
れ
丈
が
引
か
れ
て
お
り
、
妙
源
寺
本
に
は
、

吾
矯
利
生
、
出
彼
衡
山
、
入
此
日
域
、
降
伏
守
屋
之
邪
見
、
終
額
例
法
之
威
徳

と
あ
る
中
で
「
出
」
の
一
字
が
脱
落
し
た
た
め
に
、
後
に
右
横
に
そ
の
一
宇
が
補
筆
さ
れ
て
い
る
。

『
上
宮
太
子
御
記
』
の
後
書
き
に
は
「
丈
松
子
伝
」
に
あ
っ
た
と
い
う
「
三
骨
一
廟
丈
」
の
偶
墳
の
前
に
こ
の
「
御
廟
記
文
」
が
引

か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
出
」
の
一
字
が
欠
落
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
偏
文
は
『
弘
法
大
師
起
注
文
』
や
法
隆
寺
顕
真
の

「
聖
徳
太
子
惇
私
記
」
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
出
」
の
一
字
が
確
認
さ
れ
る
。
妙
源
寺
本
に
お
い
て
は
補
筆
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
後
世
の
太
子
を
含
む
先
徳
像
に
見
え
る
銘
文
の
中
に
は
「
出
」
の
宇
を
欠
い
た
ま
ま
の
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
上

宮
太
子
御
記
』
を
拠
り
所
に
し
た
結
果
か
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
七
十
五
首
太
子
和
讃
を
み
る
と
六
十
二
首
目
に
、

例
法
興
隆
せ
し
め
つ
つ

有
情
利
盆
の
た
め
に
と
て

こ
の
衡
山
よ
り
い
で
て

」
の
日
域
に
い
り
た
ま
ふ

宗
祖
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六

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
宗
祖
依
用
の
原
典
に
は
「
出
」
の
一
字
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
続
い
て
六
十
三
首
目
に
は
、

守
屋
が
邪
見
を
降
伏
し
て

例
法
の
威
憶
を
あ
ら
わ
せ
り

い
ま
に
数
法
ひ
ろ
ま
り
て
安
養
の
往
生
さ
か
り
な
り

と
あ
っ
て
浄
土
教
興
隆
の
も
と
は
太
子
に
あ
る
と
い
う
宗
祖
の
音

γ

山
趣
が
読
み
と
ら
れ
る
。

妙
源
寺
本
の
太
子
銘
文
「
御
廟
記
文
」
は
後
に
一
幅
化
さ
れ
た
光
明
本
尊
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
顕
知
日
系
と
了

源
系
の
天
部
銘
文
の
中
に
そ
れ
が
見
て
と
れ
る
。
顕
智
系
の
光
明
本
尊
と
し
て
は
松
任
本
誓
寺
本
、
春
木
盛
正
所
蔵
本
な
ど
が
あ
り
、

了
源
系
と
し
て
は
西
通
寺
本
を
は
じ
め
と
す
る
悌
光
寺
派
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
に
も
、
福
井
事
揖
寺
本
、
原
田
杭
一
郎

所
蔵
本
、
安
城
西
蓮
寺
本
（
高
田
派
）
、
八
尾
大
信
寺
本
な
ど
を
含
め
て
十
八
本
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

顕
知
日
系
と
了
源
系
の
聞
に
は
小
異
が
あ
っ
て
、
善
導
銘
文
と
し
て
顕
知
日
系
は
『
往
生
櫨
讃
偏
』
の
「
諸
悌
所
詮
」
以
下
の
文
を
引
く

の
に
対
し
て
、
了
源
系
で
は
『
玄
義
分
」
の
「
言
南
無
者
」
以
下
の
文
を
引
き
、
こ
の
後
者
の
銘
文
は
妙
源
寺
本
に
も
既
に
見
え
て
い

る。
更
に
は
「
大
経
』
下
巻
の
「
必
得
超
絶
去
」
以
下
の
丈
に
つ
い
て
も
顕
知
日
系
に
は
な
く
、
了
源
系
に
お
い
て
も
有
る
無
し
二
通
り
が

見
ら
れ
、
こ
の
銘
文
も
妙
源
寺
本
に
お
い
て
見
え
て
い
る
。

顕
智
系
と
了
源
系
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
銘
文
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
を
通
規
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
光
明
本
尊
の
大
半
を
し

め
て
い
る
。
そ
の
他
の
信
海
系
、
明
光
系
、
源
海
系
、
了
海
系
の
光
明
本
尊
に
お
い
て
は
太
子
銘
文
と
し
て
阿
佐
と
日
羅
の
丈
が
引
か

れ
て
い
る
。

比
較
的
早
く
十
四
世
紀
初
の
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
会
津
光
照
寺
本
に
お
い
て
は
阿
佐
銘
文
を
伝
え
、
明
光
系
の
広
島
宝
田

院
本
、
福
善
寺
本
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

日
羅
銘
文
を
引
く
も
の
は
酒
田
浄
福
寺
本
の
ほ
か
、
信
海
系
と
考
え
ら
れ
る
高
田
派
京
都
別
院
本
、
石
川
林
西
寺
本
、
京
都
徳
正
寺



本
、
福
知
山
養
泉
寺
本
、
平
野
慧
光
寺
本
な
ど
が
あ
る
。

源
海
系
の
春
日
井
西
方
寺
本
や
了
海
系
の
横
浜
東
橘
寺
本
に
お
い
て
は
阿
佐
・
日
羅
の
両
銘
文
が
見
え
て
お
り
『
尊
競
虞
像
銘
文
」

の
広
本
を
反
影
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
広
本
に
お
い
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
銘
文
と
し
て
は
勢
至
、
龍
樹
、
曇
驚
、
太
子
の
四
銘

文
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
四
銘
文
は
会
津
光
照
寺
本
に
引
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
光
明
本
尊
成
立
の
過
程
に
は
宗
祖
の
意
向
が
強
く
受
け

つ
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

太
子
銘
文
の
他
に
信
海
系
光
明
本
尊
の
特
色
と
し
て
は
、
世
親
銘
文
に
は
「
浄
土
論
」
の
「
観
悌
本
願
力
」
以
下
の
文
が
あ
っ
て
、

こ
れ
は
妙
源
寺
本
に
お
い
て
既
に
見
え
て
い
る
。
更
に
善
導
銘
文
と
し
て
『
往
生
櫨
讃
偶
』
の
「
諸
悌
所
誼
」
以
下
の
丈
が
あ
り
、
こ

れ
は
妙
源
寺
本
に
は
な
く
て
光
照
寺
本
に
見
え
て
お
り
、
顕
智
系
、
明
光
系
に
も
見
ら
れ
る
。

信
海
系
に
の
み
見
ら
れ
る
銘
文
と
し
て
は

光
明
本
尊
の
系
列
判
断
の
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

源
海
系
、
了
海
系
の
光
明
本
尊
を
見
る
と
そ
の
中
心
名
号
が
八
字
で
あ
る
ほ
か
、
銘
文
と
し
て
は
真
仏
、
源
海
の
銘
文
を
引
く
と
と

も
に
、
了
海
系
に
は
了
海
銘
文
が
見
ら
れ
る
な
ど
通
規
以
上
の
数
多
い
銘
文
が
あ
る
。

「
入
出
二
門
偶
』
の
世
親
の
条
に
見
え
る
「
観
彼
如
来
本
願
力
」
以
下
の
四
句
が
あ
り
、

以
上
は
光
明
本
尊
の
天
地
に
見
え
る
銘
文
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
合
わ
せ
て
高
祖
像
と
し
て
描
か
れ
る
絵
像
に
つ

い
て
も
一
覧
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

妙
源
寺
本
に
お
い
て
は
太
子
像
に
限
っ
て
四
人
の
侍
臣
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
太

子
像
は
垂
髪
で
柄
香
炉
を
持
つ
姿
で
あ
り
、
最
近
の
研
究
で
は
こ
れ
は
孝
養
太
子
の
図
で
は
な
く
、
入
寂
直
前
に
磯
長
を
訪
れ
た
際
の

廟
窟
太
子
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
え
る
銘
文
と
し
て
「
御
廟
記
文
」
の
丈
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
ま
さ
に
宗
祖
の
晩
年
の
太
子
観
す
な
わ
ち
太
子
を
観
音
の
化
身
と
表
象
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
後
一
幅
本
と
し
て
定
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
光
明
本
尊
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
『
尊
競
異
像
銘
文
」
の
広
本
に
対
応
し
た
形
で
阿

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

四
七



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

四
｝＼ 

佐
、
日
羅
の
二
人
を
加
え
た
六
人
の
侍
臣
と
い
う
通
規
の
姿
と
な
る
。
た
だ
し
中
に
は
講
讃
太
子
像
を
描
く
光
照
寺
本
、
西
教
寺
本
と

い
っ
た
特
異
な
も
の
も
あ
る
。
侍
臣
と
し
て
も
日
羅
が
あ
っ
て
阿
佐
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
銘
文
に
つ
い
て
も
前
述

如
く
日
羅
あ
る
い
は
阿
佐
の
み
の
銘
文
を
記
す
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
宗
祖
の
太
子
信
仰
が
光
明
本
尊
成
立
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
太
子
信
仰
の
深
ま
り
と
時
を

同
じ
く
し
て
宗
祖
自
身
の
構
想
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
『
上
宮
太
子
御
記
』
の
後
書
き
に
あ
る
「
太
子
御
廟
の
註
文
出
現
の
事
」
を
見
る
と
天
喜
二
年
（
一

O
五
四
）
に
僧
忠
禅

が
宝
塔
を
建
て
る
た
め
に
地
中
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
一
つ
の
銅
幽
が
出
現
し
、
そ
の
蓋
に
は
銘
文
が
あ
り
、
そ
の
銘
に
日
く
と
し
て
先
に

掲
げ
た
「
御
廟
記
文
」
の
文
が
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
「
出
」
の
一
宇
が
欠
落
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。

こ
の
天
喜
二
年
と
い
う
年
号
に
注
目
し
て
み
る
と
、
末
法
元
年
と
さ
れ
る
、
水
承
七
年
（
一

O
五
二
）
の
わ
ず
か
二
年
後
の
こ
と
で
あ

り
、
末
法
三
年
目
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る

O

宗
祖
も
こ
の
占
…
に
つ
い
て
音

が
日
本
に
伝

h

え
ら
れ
て
、
末
法
の
今
は
こ
の
教
え
に
よ
る
し
か
な
い
と
受
け
と
め
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
御
廟
記
丈
」
が
光
明
本
尊
の
み
な
ら
ず
、
今
日
の
真
宗
寺
院
に
お
い
て
は
七
高
僧
像
と
合
わ
せ
て
掛
け
ら
れ
て
い
る
聖
徳
太

子
像
に
見
ら
れ
る
讃
銘
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
上
宮
太
子
御
記
』
に
お
い
て
は
こ
の
丈
に
続
い
て
「
丈
松
子
惇
云
」
と
し
て
惜
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
「
丈
松
子
伝
」
と
は
聖
徳
太

子
伝
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
散
逸
し
て
全
丈
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
た
だ
こ
の
三
骨
一
廟
の
偶
丈
に
つ
い
て
は
真

宗
だ
け
で
な
く
他
宗
に
お
い
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

大
慈
大
悲
本
誓
願

是
故
方
便
従
西
方

慰
念
有
情
如
一
子

誕
生
片
州
興
正
法



我
身
救
世
観
世
音

生
育
我
身
大
悲
母

虞
如
異
賓
本
一
樫

片
城
化
緑
亦
巳
孟

矯
度
末
世
諸
有
情

定
慧
契
女
大
勢
至

西
方
数
主
嫡
陀
隼

一
種
現
コ
一
同
一
身

還
蹄
西
方
我
一
出
土

父
母
所
生
血
内
身

三
骨
一
廟
一
二
愈
位

遺
留
勝
地
此
廟
帽

過
去
七
例
法
論
慮

一
度
参
詣
離
悪
趣

印
度
披
勝
重
夫
人
長
且
栴
恵
思
禅
師

こ
の
偶
丈
は
磯
長
御
廟
に
お
い
て
は
太
子
の
母
を
弥
陀
、
太
子
を
観
音
、
太
子
妃
を
勢
至
の
化
生
と
解
し
た
上
で
三
者
の
御
骨
が
並

べ
て
安
置
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
三
骨
一
廟
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
磯
長
御
廟
へ
の
参
詣
を
奨
励
す
る
目
的
で
後

世
に
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
太
子
信
仰
と
弥
陀
三
尊
信
仰
が
一
体
と
な
っ
て
、
こ
れ
が
光
明
本
尊
に
も
投
影
し
て
三
名
号
を
並
列

大
乗
相
磨
功
徳
地

決
定
往
生
極
集
界

す
る
と
い
う
形
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
偏
文
に
つ
い
て
は
宗
祖
の
真
筆
断
簡
と
し
て
金
沢
専
光
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
に
よ
る
と
「
為
度
末
世
諸
衆
生
」
と

あ
っ
て
、
晩
年
の
「
上
宮
太
子
御
記
」
で
は
「
衆
生
」
が
「
有
情
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
冒
頭
の
句
の
中
に
も
「
慰

（

U
）
 

念
有
情
如
一
子
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
有
情
」
の
語
は
宗
祖
が
八
十
一
二
歳
以
降
に
多
用
さ
れ
る
新
訳
語
の
一
つ
で
あ
る
。

最
後
に
あ
る
「
印
度
」
以
下
の
一
行
二
句
は
原
本
に
は
な
く
て
宗
祖
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

宗
祖
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
法
隆
寺
の
顕
真
（
生
没
年
不
詳
）
が
著
わ
し
た
「
聖
徳
太
子
停
私
記
』
に
お
い
て
は

宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

「
松
子
伝
」
を
「
一
巻
伝
」
と
も
い
い
、
太
子
伝
の
「
十
二
巻
伝
」
に
収
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
既
に
逸
書
と
な
っ
て

四
九



宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

（日）

い
た
ら
し
い
。
「
太
子
廟
堀
内
石
面
白
注
記
入
」
と
記
し
た
上
で
こ
の
備
が
出
て
い
る
。
た
だ
宗
祖
が
「
有
情
」
と
改
め
た
所
は
「
衆

生
」
と
あ
り
、
ま
た
「
片
城
化
緑
亦
巳
霊
」
と
あ
る
の
も
こ
こ
に
は
「
片
城
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

二
五
O

晩
年
に
い
た
っ
て
深
ま
り
を
み
せ
た
宗
祖
の
太
子
信
仰
は
十
一
首
和
讃
に
お
い
て
そ
の
帰
結
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
当
時
広

く
行
わ
れ
て
い
た
太
子
を
観
音
の
化
身
と
す
る
説
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
太
子
を
和
国
の
教
主
と
し
て
崇
め
、
そ
の
め
ぐ
み
に
よ
っ
て

自
身
が
如
来
の
悲
願
に
も
う
あ
う
こ
と
の
出
来
た
喜
び
を
讃
じ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
は
念
悌
相
承
者
と
し
て
の
太
子
の
姿
を

他
の
多
く
の
先
徳
像
と
と
も
に
妙
源
寺
コ
一
幅
本
と
し
て
図
像
化
し
、
こ
れ
が
後
に
一
一
帽
本
光
明
本
尊
と
し
て
流
布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
期
真
宗
教
団
が
形
成
さ
れ
て
い
く
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

註（
1

）

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（
日
）

（
日
）

（
臼
）

（
日
）

（

H
）
 

拙
稿
「
宗
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色
｜
｜
「
一
念
多
念
文
意
」
を
中
心
と
し
て
［
l
i」
『
宗
学
院
紀
要
』
第
九
号
、
五
頁

小
野
蓮
明
「
「
夢
告
和
讃
」
の
感
得
と
そ
の
意
義
｜
｜
無
上
浬
繋
道
の
証
｜
｜
」
「
親
驚
教
学
」
四
七
、
七
回
頁
八

小
野
蓮
明
、
前
掲
論
文
六
九
頁
二
一

拙
稿
、
前
掲
論
文
『
宗
学
院
紀
要
』
第
十
号
、
五
頁

加
藤
浩
司
『
キ
・
ケ
リ
の
研
究
』
二
四
一
一
貝
、
研
究
文
献
目
録
参
照

井
上
親
雄
「
西
方
指
南
抄
に
お
け
る
助
動
詞
｜
｜
寸
キ
」
と
「
ケ
リ
L

｜
｜
」
「
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
六
輯
、
一

O
八
頁

『
定
本
親
驚
聖
人
全
集
」
第
二
巻
、
一
五
三
頁

津
田
徹
英
「
光
明
本
尊
号
」
『
美
術
研
究
」
三
七
八
号
、
八
四
頁
下
一
九

津
田
徹
英
、
前
掲
論
文
二
五
頁
j
二
六
頁

「
真
宗
史
料
集
成
」
第
一
巻
、
八
一
一
一
頁

同
書
第
一
巻
、
八
六
三
一
頁

同
書
第
四
巻
、
五
七
O
頁

津
田
徹
英
「
親
驚
晩
年
の
聖
徳
太
子
観
と
東
国
真
宗
門
徒
の
太
子
造
像
」
「
日
本
仏
教
総
合
研
究
』
第
二
号
、
三
四
頁

「
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
、
四
九
七
頁
に
お
い
て
は
二
箇
所
と
も
に
「
有
情
」
と
す
る
の
だ
が
、
「
真
宗
聖
教
全
書
」
四
拾
遺
部
上
、



（日）

二
O
頁
を
見
る
と
初
め
の
方
は
「
衆
生
」
の
ま
ま
と
し
て
、
後
の

れ
か
が
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

小
山
正
文
「
親
驚
と
真
宗
絵
伝
』
四
三
九
頁
九

cア

市
祖
晩
年
の
教
学
の
特
色

「
衆
生
」

の
み
が

「
有
情
」
と
改
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

五

＂、ず、


