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貞
慶
の
法
相
唯
識

藤
ノ
原
惠
行

貞
慶
の
弥
勒
信
仰
と
弥
陀
信
仰

今
期
、
自
分
の
課
題
と
し
て
解
脱
房
貞
慶
を
学
ん
で
き
た
の
だ
が
、
最
初

は
『
興
福
寺
奏
状
』
や
『
愚
迷
発
心
集
』
を
手
が
か
り
と
し
て
法
然
の
専
修

念
仏
を
批
判
し
た
貞
慶
が
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
尋
ね

て
み
た
。
そ
し
て
後
に
『
貞
慶
講
式
集
』
『
唯
心
念
仏
』
『
観
心
為
清
浄
円
明

事
』
等
や
諸
氏
の
論
文
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
貞
慶
の
属
し
て
い
た
法
相

唯
識
の
伝
統
と
し
て
彼
が
弥
勒
信
仰
を
持
ち
、
兜
率
天
往
生
を
願
っ
て
い
た

こ
と
を
学
ん
だ
。
同
じ
「
往
生
浄
土
」
と
い
う
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容

は
法
然
の
専
修
念
仏
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
法
然
を
批
判
し
た

明
恵
と
同
じ
く
旧
仏
教
側
の
教
え
と
し
て
は
当
然
、
法
然
が
諸
行
と
し
て
否

定
し
た
「
発
菩
提
心
」
が
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
念
仏
も
専
修
念
仏
で
は
な

く
唯
識
観
を
も
っ
て
実
践
の
方
法
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
唯

心
念
仏
』
で
は
華
厳
宗
と
も
親
し
い
教
え
で
あ
る
こ
と
、『
観
心
為
清
浄
円
明

事
』
で
は
真
言
宗
と
も
親
し
い
教
え
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。『
興
福
寺

奏
状
』
で
「
八
宗
同
心
」
と
言
っ
た
の
も
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ

せ
ら
れ
た
。

特
に
『
観
心
為
清
浄
円
明
事
』
は
死
の
十
六
日
前
に
口
述
筆
記
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
法
然
の
『
一
枚
起
請
文
』
と
同
じ
よ
う
に
貞
慶
の
最
晩
年
の
思

想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
は
、
聖
道
門
ら
し
く
題
号
の
通
り
に
、

心
を
観
じ
て
そ
の
清
浄
円
明
な
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
真
言

宗
の
月
輪
観
と
同
じ
く
法
相
宗
に
も
そ
の
よ
う
な
教
え
が
あ
る
と
し
て
、
衆

生
の
心
の
本
性
は
清
浄
円
明
の
如
来
蔵
で
あ
り
、
そ
れ
を
観
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
来
を
取
り
戻
す
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
西
方
浄
土
へ
の
信
仰
を
告
白
し
て
そ
の
手
前
の
観
音
菩
薩
の
補
陀

落
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。
弥
勒
浄
土
往
生
か
ら
の
心
変

わ
り
か
と
思
わ
れ
た
が
、
唯
識
の
学
匠
の
多
く
は
兜
率
往
生
と
同
時
に
弥
陀

浄
土
往
生
も
願
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
貞
慶
自
身
に
と
っ
て
は
矛
盾
を
感

じ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
臨
終
に
当
た
っ
て
、
聖
衆
来
迎
の
瑞
相
を
見

て
後
に
希
有
の
心
を
発
す
こ
と
を
真
実
の
正
因
正
業
で
あ
る
と
し
、
大
乗
希

有
の
心
つ
ま
り
菩
提
心
を
発
し
て
後
に
浄
土
往
生
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い

る
。『

観
心
為
清
浄
円
明
事
』
の
中
で
一
番
気
に
な
る
の
は
、「
冐
地
は
菩
提
也
。

質
多
は
縁
慮
心
也
。
縁
慮
の
心
は
其
の
性
、
本
よ
り
浄
な
り
。
即
ち
是
れ
菩

提
大
覚
の
体
也
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
縁
慮
心
」
と
は
「
慮
知
心
」
の

こ
と
で
あ
り
、
信
巻
の
「
『
止
観
』
の
一
に
云
わ
く
、「
菩
提
」
は
天
竺
の
語
、
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こ
こ
に
は
「
道
」
と
称
す
。「
質
多
」
は
天
竺
の
音
な
り
、
こ
の
方
に
は
「
心
」

と
云
う
。
「
心
」
は
す
な
わ
ち
慮
知
な
り
。
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
菩
提
心
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
親
鸞
と
貞
慶
は
、
ほ
ぼ
同
じ
理
解
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。

鎌
倉
期
の
法
相
唯
識
の
特
徴

法
相
唯
識
の
教
え
を
学
ぶ
と
き
、
先
ず
勧
め
ら
れ
る
の
が
良
遍
の
『
観
心

覚
夢
鈔
』
で
あ
る
。
山
崎
慶
輝
「
鎌
倉
期
に
発
揮
さ
れ
た
唯
識
説
」(

『
鎌
倉

仏
教
形
成
の
問
題
点
』
所
収)

に
よ
れ
ば
、
法
相
唯
識
と
い
う
と
、
第
一
に
浮

か
ぶ
の
は
五
性
各
別
説
で
あ
り
、
五
性
の
中
に
成
仏
で
き
な
い
無
性
有
情
や

定
性
二
乗
が
存
在
し
、
そ
の
た
め
唯
識
は
三
乗
教
で
あ
る
と
か
、
大
乗
で
あ

っ
て
も
一
段
低
い
権
大
乗
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
、
中
国
の
法
相
宗
に
見
ら
れ
な
い
教
学
が
現
れ
て
、
そ
れ
を
主
張

し
た
代
表
者
が
良
遍
で
あ
る
。『
真
心
要
決
』
や
『
伝
通
要
録
』
の
中
で
す
べ

て
の
者
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
一
乗
説
が
唯
識
の
立
場
か
ら
で
も
説
け
る
と

明
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
統
の
法
相
唯
識
の
立
場
か
ら
は
大
き
な

方
向
転
換
で
、
平
安
朝
の
最
澄
と
徳
一
の
論
争
、
或
い
は
応
和
の
宗
論
の
良

源
と
仲
算
の
論
争
に
お
い
て
、
法
相
宗
の
学
者
が
五
性
各
別
を
固
執
し
、
一

乗
説
を
非
難
し
た
態
度
に
較
べ
て
、
一
八
〇
度
の
転
換
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
主
張
が
専
ら
良
遍
の
発
想
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、

既
に
貞
慶
に
そ
の
源
泉
が
見
ら
れ
る(

取
意)

。

勝
又
俊
教
『
唯
識
思
想
と
密
教
』
に
よ
れ
ば
、
貞
慶
は
蔵
俊
・
覚
憲
と
伝

え
ら
れ
た
興
福
寺
の
法
相
教
学
の
正
統
を
継
承
し
た
学
者
で
あ
り
、
彼
の
著

作
に
は
、
法
相
教
学
の
伝
統
維
持
に
努
め
た
も
の
や
、
教
学
の
組
織
化
に
努

め
た
も
の
や
、
あ
る
い
は
教
学
上
の
要
点
を
簡
略
に
述
べ
た
も
の
等
、
多
数

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
著
作
の
中
に
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
伝

統
教
学
の
立
場
を
超
え
て
、
諸
宗
と
和
合
し
、
新
時
代
の
教
学
に
即
応
す
る

態
度
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
も
特
徴
的
な
一
つ
を
挙
げ
る
と
五
性
各
別
思
想
と
法
華
一
乗
思
想
と
を

和
会
せ
し
め
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
即
ち
『
法
相
宗
初
心
略
要
続
篇
』

の
中
の
「
五
性
各
別
事
」
の
項
の
中
で
、

諸
教
の
諸
説
は
皆
真
実
也
。
一
乗
は
即
ち
五
性
乗
を
許
す
、
三
無
性
門

の
諸
説
也
。
五
性
は
即
ち
一
乗
に
会
す
。
五
性
は
三
性
門
の
施
設
也
。

是
の
如
き
和
会
は
更
に
私
案
を
立
つ
る
に
非
ず
、
源
は
深
密(

解
深
密

経)

無
自
性
品
に
起
る
な
り
。

と
い
う
。
こ
れ
は
既
に
平
安
初
期
以
来
わ
が
国
の
天
台
宗
と
法
相
宗
と
の
教

学
論
争
の
問
題
点
と
な
っ
て
い
た
五
性
各
別
思
想
と
一
乗
皆
成
思
想
と
を
融

合
し
て
、
こ
の
論
争
に
終
止
符
を
打
と
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
貞
慶
は
そ

の
思
想
的
根
拠
を
『
解
深
密
教
』
の
無
自
性
相
品
に
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
勝
手
な
私
案
で
な
い
と
言
明
し
て
い
る
。
良
遍
は
貞
慶
の
孫
弟
子
に

当
た
り
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
唯
識
教
学
の
新
展
開
は
、
貞
慶
の
蒔
い
た
種
が

良
遍
に
よ
っ
て
花
開
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る(

取
意)

。

貞
慶
と
良
遍
は
「
唯
識
即
大
乗
仏
教
」
の
信
念
に
よ
っ
て
一
乗
思
想
の
吸
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収
を
は
か
り
、
法
相
唯
識
こ
そ
最
も
優
れ
た
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

法
相
唯
識
と
浄
土
真
宗

貞
慶
の
こ
と
を
学
ん
で
い
る
中
で
、
法
相
唯
識
の
そ
の
後
の
こ
と
が
浮
か

ん
で
き
た
。
貞
慶
の
内
に
芽
生
え
た
新
し
い
唯
識
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
結
城
令
聞
「
江
戸
時
代
に
於
け
る
諸
宗
の
唯
識
講
学
と
そ
の
学

風
」
（
『
結
城
令
聞
著
作
集
』
第
二
巻
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
興
福
寺
の
法
相
唯

識
の
教
え
は
、
そ
の
後
仏
教
の
基
礎
学
と
し
て
他
宗
に
伝
え
ら
れ
、
興
福
寺

は
そ
の
本
家
と
し
て
権
威
を
誇
る
が
、
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
お
い
て
、

唯
識
学
が
発
達
し
、
本
家
と
し
て
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
新
義
真
言
宗
の
智
山
派
・
豊
山
派
に
伝
わ
り
発
展
し
た
唯
識
教

ち

ざ

ん

ぶ

ざ

ん

学
は
、
江
戸
期
に
は
本
派
も
大
派
も
智
豊
両
山(

主
と
し
て
豊
山)

に
多
く
の

留
学
者
を
出
し
て
学
び
、
帰
山
し
て
自
派
内
で
の
講
学
に
勤
め
、
共
に
唯
識

の
学
問
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
言
う
。

現
在
に
お
い
て
も
『
成
唯
識
論
』
は
学
ば
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
批

判
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。仏
教
の
基
礎
学
と
し
て
、

浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
大
事
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
法

然
や
親
鸞
を
批
判
し
た
貞
慶
の
思
想
が
、
日
本
の
唯
識
学
の
底
に
流
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
の
問
題
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
気
に
な
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。

以
下
に
『
観
心
為
清
浄
円
明
事
』
を
書
き
下
し
て
み
た
。

心
は
清
浄
に
し
て
円
明
た
る
事
を
観
ず

問
ふ
。
真
言
教
の
中
に
月
輪
観
有
り
。
微
妙
甚
深
に
し
て
大
功
徳
有
り
と
云
々
。
法
相
に
も
亦
此
の
証
有
り
や
。
答
ふ
。
未
だ
正
文
を
見
ざ
れ
ど
も
、
義
勢
は
無

に
あ
ら
ざ
る
か
。
其
の
証
に
云
く
、
仏
果
の
功
徳
を
説
く
に
多
く
円
明
と
云
ふ
。
謂
ふ
所
、
或
は
性
浄(

自
性
清
浄)

円
明
の
故
に
無
漏
と
名
く
と
云
ひ
、
或
は
引
極

円
明
純
浄
本
識(

阿
黎
耶
識)

と
云
ふ
等
、
是
な
り
。
円
は
円
満
な
り
。
万
徳
欠
け
る
事
な
き
故
に
。
明
は
明
浄
な
り
。
性
用
は
無
垢
な
る
が
故
に
。
宛
も
世
間
の
満

あ
た
か

月
の
如
し
。

問
ふ
。
仏
果
の
理
智
は
障
を
出
ず
る
が
故
に
円
明
し
か
る
べ
し
。
凡
夫
の
妄
心
は
常
に
煩
悩
を
具
す
。
亦
一
徳
も
無
し
。
何
ぞ
之
を
観
じ
て
清
浄
と
為
し
、
円
明

と
為
す
や
。
答
ふ
。
理
性
の
清
浄
は
凡
聖
の
位
に
通
ず
。
本
来
自
性
清
浄
は
涅
槃
の
義
な
り
。
依
の
方
に
成
ず
。
故
に
論
に
云
わ
く
。
客
染
有
り
と
雖
も
本
性
は
浄

に
し
て
、
無
数
量
の
微
妙
の
功
徳
を
具
す
等
と
云
々
。
只
自
性
清
浄
な
ら
ず
。
又
無
数
の
功
徳
を
具
す
。
円
明
の
二
義
詳
し
く
此
の
文
に
在
り
。
又
勝
鬘
等
は
如
来
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蔵
を
説
く
。
則
ち
在
纏
位
（
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
如
来
蔵)

は
衆
徳
を
具
す
の
義
也
。
次
に
智
に
於
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
無
漏
の
種
子
法
爾
と
し
て
具
足
す
。
惑
障
有

り
と
雖
も
之
を
染
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
本
性
住(

先
天
的
に
種
子
の
存
す
る
も
の)

性
則
ち
是
れ
也
。

問
ふ
。
無
漏
の
種
子
は
設
ひ
浄
の
義
有
り
と
雖
も
、
凡
位
に
て
は
未
だ
現
行
を
生
ぜ
ず
。
其
の
相
顕
れ
ず
。
今
何
ぞ
妄
染
心
を
以
て
清
浄
と
為
す
や
。
答
ふ
。
有

漏
心
に
寄
り
て
無
漏
の
種
子
を
観
ず
る
。
是
れ
亦
、
違
無
し
。
只
未
だ
現
行
せ
ず
と
雖
も
、
因
既
に
微
妙
な
り
。
諸
大
乗
教
に
之
を
名
づ
け
て
仏
性
と
為
し
、
之
を

称
し
て
如
来
と
為
す
。
因
に
於
て
果
を
談
ず
る
は
、
聖
教
の
常
説
也
。
凡
そ
因
と
云
ひ
果
と
云
ひ
、
不
一
不
異
な
り
。
又
現
在
心
の
上
に
過
去
未
来
を
立
つ
る
。
現

在
世
を
離
れ
て
過
未
有
る
こ
と
無
し
。
大
乗
の
因
果
は
深
妙
に
し
て
言
を
離
る
也
。
仏
智
の
前
に
凡
夫
心
を
照
さ
ば
、
本
来
清
浄
に
し
て
仏
と
異
る
こ
と
無
し
。
相

性
不
二
に
し
て
性
を
離
れ
て
相
無
し
。
因
果
は
不
異
に
し
て
因
を
離
れ
て
果
無
し
。
故
に
涅
槃
経
に
乳
酪
の
喩
を
説
く
。
人
、
乳
家
に
到
り
て
問
ひ
て
云
は
く
、
酪

有
る
や
。
答
へ
て
云
は
く
。
酪
有
り
。
是
れ
即
ち
乳
を
指
し
て
酪
と
為
す
。
現
れ
ず
し
て
既
に
有
り
。
人
、
仏
性
を
具
す
。
知
る
べ
き
こ
と
亦
爾
り
。
経
意
な
り
。
小＊

島
僧
都
二
つ
の
釈
を
作
す
。
但
だ
事
の
浅
な
る
を
挙
げ
て
其
の
理
性
を
観
じ
て
本
義
と
為
す
か
。
仍
ち
世
の
満
月
を
以
て
喩
と
為
す
。
之
を
観
ず
る
に
過
ぎ
た
る
は

無
し
。
但
だ
世
間
の
日
月
は
器
界(

器
世
間)
の
摂
す
る
所
也
。
一
切
の
器
界
は
、
諸
の
有
情
の
共
業
の
感
ず
る
所
也
。
我
が
第
八
識
は
恒
時
に
之
を
変
ず
。
頼
耶
の

相
分
也
。
相
を
摂
し
て
心
に
帰
す
れ
ば
既
に
心
中
に
在
り
。
観
念
尤
も
応
ず
る
か
。
但
だ
予
の
如
き
愚
人
は
観
念
に
堪
え
ず
。
只
心
を
以
て
心
を
繋
が
む
と
想
ふ
。

我
が
心
清
浄
に
し
て
猶
し
満
月
の
如
け
れ
ば
、
分
別
は
漸
少
し
散
乱
は
聊
止
せ
む
。
心
清
く
身
凉
き
は
滅
罪
の
源
と
為
る
か
。
又
真
言
を
誦
す
べ
し
。
功
力
広
大
の

故
也
。
冐
地
は
菩
提
也
。
質
多
は
縁
慮
心(

慮
知
心
。
外
界
の
対
象
を
縁
と
し
て
思
慮
す
る
心)

也
。
縁
慮
の
心
は
其
の
性
、
本
よ
り
浄
な
り
。
即
ち
是
れ
菩
提
大
覚

の
体
也
。

問
ふ
。
真
如
は
無
相
也
。
何
ぞ
有
相
の
月
輪
を
以
て
無
相
の
理
を
観
ず
る
や
。
答
ふ
。
凡
夫
の
心
行
は
頓
に
無
相
の
理
に
入
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
有
相
中
に
此

の
相
少
し
く
無
相
に
近
し
。
衆
物
と
衆
色
無
き
が
故
に
。
此
の
如
く
漸
漸
に
遂
に
無
相
に
入
る
。
譬
へ
ば
息
を
数
へ
る
が
故
に
定
を
得
る
が
如
し
。
重
ね
て
意
を
云

ふ
に
、
初
め
息
を
数
へ
る
は
猶
ほ
散
心
の
如
し
。
散
心
の
中
の
稍
し
き
寂
静
遂
に
定
位
に
住
す
。
心
地
観
経
に
云
は
く
、
凡
夫
の
観
ず
る
所
の
菩
提
心
の
相
は
、
猶

す
こ

ほ
清
浄
円
満
の
月
輪
の
如
し
。
胸
憶
の
上
に
於
い
て
明
朗
に
し
て
住
す
。
若
し
速
や
か
に
不
退
転
を
得
む
と
欲
す
れ
ば
、
阿
練
若(

人
の
い
な
い
修
行
処)

及
び
空
寂

室
に
在
り
て
、
端
身
正
念
し
て
前
如
来
金
剛
縛
印(

両
手
を
合
わ
せ
、
指
を
お
の
お
の
に
組
む
印)

を
結
び
、
冥
目
し
て
臆
中
の
明
月
を
観
察
し
、
是
の
思
惟
を
作
せ
。

是
の
満
月
輪
は
五
十
由
旬
に
し
て
、
無
垢
明
浄
・
内
外
澄
徹
・
最
極
清
凉
な
り
。
月
即
ち
是
れ
心
。
心
即
ち
是
れ
月
。
塵
翳(

不
浄
の
翳
り)

は
染
ま
る
こ
と
無
く
妄

想
は
生
ぜ
ず
。
能
く
衆
生
を
し
て
身
心
清
浄
せ
し
む
。
大
菩
提
心
は
堅
固
不
退
な
り
と
云
々
。
菩
提
心
論
に
経
を
引
き
て
云
は
く
、
若
し
勢
力
広
増
無
く
ば
宜
し
く

＊

法
を
信
じ
単
に
菩
提
心
を
観
ず
べ
し
。
仏
説
此
の
中
に
万
行
を
具
し
て
、
清
白
純
浄
の
法
を
満
足
す
。

ひ
と
え
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出
離
の
道
に
取
り
て
は
身
の
惘
然(

茫
然)

と
し
て
其
の
法
を
聞
か
ざ
る
に
非
ず
、
た
だ
其
の
心
の
発
ら
ざ
る
也
。
是
れ
則
ち
機
の
教
と
乖
き
、
与
分
を
望
み
て
之

お
こ

そ
む

う
ら

に
違
ふ
の
故
か
。
心
広
大
の
門
に
入
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
我
が
性
堪
え
ず
、
微
少
の
業
を
修
せ
む
と
欲
す
れ
ば
、
自
心
頼
み
難
し
、
賢
老
に
遇
ふ
毎
に
問
ふ
と
雖
も

答
へ
ず
。
抑
も
何
ぞ
法
、
何
ぞ
行
。
浅
に
似
て
而
も
実
に
深
し
。
大
と
雖
も
猶
ほ
易
の
如
き
な
る
や
。
易
の
故
に
企
む
べ
し
。
大
の
故
に
頼
む
べ
し
。
初
心
の
要
は

そ
も
そ

の
ぞ

之
を
以
て
最
と
為
す
。
而
し
て
世
間
の
士
女(

男
女)

の
云
は
く
、
我
が
心
澄
み
、
我
が
心
凉
し
き
矣
。
虚
晴
れ
て
月
明
く
、
水
澄
み
て
影
清
き
は
、
是
れ
其
の
身
心

か
な

そ
ら

清
凉
の
時
也
。
縦
ひ
水
月
に
向
か
は
ず
と
雖
も
、
閑
か
に
其
の
形
を
思
ひ
、
或
は
其
の
事
を
語
り
て
、
自
ら
心
を
悦
ば
せ
し
む
。
仏
法
の
初
門
は
是
の
如
く
あ
る
べ

し
。
自
心
の
性
は
本
来
清
浄
円
満
明
朗
な
り
。
宛
も
秋
月
の
如
し
。
適
に
此
の
事
を
聞
き
て
、
未
だ
我
が
分
を
隔
て
ず
。
密
教
の
旨
未
だ
習
学
に
及
ば
ざ
れ
ど
、
設

あ
た
か

ま
さ

ひ
目
を
冥
じ
印
を
結
ば
ず
と
雖
も
、
聊
か
妙
理
を
思
惟
す
れ
ば
、
巨
益
空
し
か
ら
ず
。
顕
教
の
中
に
正
文
無
し
と
雖
も
、
義
勢
は
大
同
な
り
。
語
は
異
に
し
て
義
は

い
さ
さ

一
也
。
心
を
此
の
事
に
繋
ぐ
は
至
要
一
に
非
ざ
る
か
。
若
し
可
怖
の
事
を
語
れ
ば
嬰
児
聞
き
て
戦
き
、
若
し
臭
穢
の
相
を
憶
へ
ば
腸
反
り
て
哺
を
吐
く
は
、
人
の
事

お
の
の

に
お
い
て
心
に
感
ず
る
の
浅
深
に
依
る
。

命
終
に
十
方
仏
を
見
、
極
楽
世
界
に
往
生
す
、
又
観
音
正
し
く
無
生
忍
を
証
す
る
は
、
此
れ
呪
力
也
。
爾
れ
ば
彼
に
云
ひ
此
に
云
ふ
は
皆
不
思
議
の
致
す
所
也
。

仏
子
六
十
年
の
間
、
空
し
く
過
ぐ
と
雖
も
、
若
し
数
輩
の
同
法
、
多
日
念
誦
の
間
に
、
或
は
一
時
、
或
は
一
音
、
図
ら
ず
し
て
我
が
心
に
銘
す
れ
ば
、
其
の
徳
、
又

大
聖
に
達
す
る
こ
と
有
り
。
其
の
威
力
を
以
て
、
新
た
に
宝
山
に
生
ま
れ
む
事
、
何
ぞ
以
て
難
と
為
さ
ん
。
若
し
其
の
願
成
ず
る
こ
と
は
、
亦
他
に
非
ず
。
只
不
思

議
事
と
云
ふ
べ
し
。
仍
ち
常
に
神
呪
の
心
を
念
じ
て
別
徳
を
思
は
ず
。
総
じ
て
不
思
議
に
帰
し
畢
り
ぬ
。
西
方
往
生
は
機
劣
に
し
て
土
勝
る
。
因
軽
く
し
て
果
重
し
。

現
に
往
生
の
事
あ
り
。
世
を
挙
げ
て
疑
わ
ず
。
こ
れ
只
弥
陀
本
願
の
威
力
な
り
。
而
る
に
本
願
を
立
つ
る
の
時
は
五
劫
に
思
惟
す
。
其
の
思
惟
は
こ
れ
を
計
る
に
、

即
ち
能
く
不
思
議
を
知
る
故
か
。
爾
ら
ず
争
か
彼
の
希
有
の
願
を
発
せ
む
や
。
随
て
又
有
行
・
無
行
・
善
人
・
悪
人
、
軽
微
の
業
因
を
以
て
聖
衆
来
迎
を
勧
む
。
聖

い
か
で

衆
已
に
現
ず
れ
ば
往
生
疑
い
な
し
。
但
し
真
実
浄
土
の
業
成
就
は
、
多
く
彼
の
聖
衆
摂
取
せ
る
暫
時
の
間
に
在
り
や
。
爾
ら
ず
、
争
か
最
下
の
凡
夫
麁
浅
の
縁
を
以

い
か
で

て
忽
ち
に
微
妙
の
浄
土
に
生
ま
れ
、
永
く
不
退
転
の
利
を
得
む
や
。
是
れ
則
ち
不
思
議
中
の
不
思
議
也
。
予
は
深
く
西
方
を
信
ず
る
が
故
に
、
窃
か
に
此
の
案
を
廻

ら
す
。
学
者
性
相
の
疑
に
同
ぜ
ず
。
世
人
一
向
の
信
に
同
ぜ
ず
。
恐
ら
く
は
一
期
の
所
作
に
於
い
て
、
以
前
の
称
念
等
は
仏
を
感
ず
る
こ
と
大
な
り
と
雖
も
、
多
く

は
な
お
疎
因
な
り
。
真
実
の
正
因
正
業
は
瑞
相
を
見
て
後
に
希
有
の
心
を
発
す
。
或
は
略
法
を
開
き
、
或
は
被
む
る
所
に
依
っ
て
、
暫
時
と
雖
も
大
乗
の
心
に
住
す

べ
し
。
然
る
後
に
正
し
く
浄
土
に
生
ず
べ
き
な
り
。
其
の
瑞
相
不
思
議
と
併
び
て
是
れ
仏
宝
法
宝
不
思
議
な
り
。
病
席
の
雑
談
は
多
く
観
音
補
陀
落
の
事
に
在
り
。

初
心
の
同
法
等
云
は
く
、
此
の
事
廢
妄
せ
ん
と
欲
す
。
粗
記
せ
し
め
て
は
如
何
。
答
へ
て
云
は
く
、
何
事
有
り
や
。
仍
ち
始
め
少
々
先
の
言
を
思
い
出
だ
し
て
書

ほ
ぼ

き
付
け
ら
る
人
有
り
。
又
云
は
く
。
或
は
失
し
、
或
は
背
く
、
只
此
の
事
口
筆
を
以
て
之
を
書
く
べ
し
と
云
々
。
其
の
後
臥
し
乍
ら
詞
を
出
だ
す
。
首
尾
散
散
な
る
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か
。
又
注
付
の
後
は
自
ら
未
だ
之
を
見
ず
。
気
力
の
衰
へ
は
日
に
逐
ひ
、
微
音
の
言
語
分
明
な
ら
ず
。
定
め
て
其
の
誤
り
多
き
か
。
此
の
如
き
の
物
、
外
に
在
り
て

流
布
す
れ
ば
、
人
悪
気
を
生
ぜ
む
。
其
の
憚
り
一
に
非
ず
。
之
れ
如
何
に
為
む
。

建
暦
三
年
正
月
十
七
日
之
を
記
す

同
年
二
月
三
日
辰
の
初
め
御
入
滅

現
行
年
正
月
廿
二
日
書
写
し
め
了
ぬ

興
隆
仏
法
の
為

利
益
衆
生
の
為

欣
求
浄
土

憲
縁

『
觀
心
爲
淸
淨
圓
明
事
』（
「
解
脱
上
人
小
章
集
」『
日
本
大
蔵
経
』
第
六
十
四
巻
法
相
宗
章
疏
三
・
二
十
二
頁
）

語
注

月
輪
観

密
教
の
あ
ら
ゆ
る
観
法
に
お
け
る
基
礎
的
な
初
歩
の
観
法
で
、
直
径
一
肘

(

約
五
三

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル)

の
月
輪
を
図
し
、
中
に
八
葉
の
白
蓮
華
を
描
き(

蓮
華
の
上
に
月

を
描
く
場
合
も
あ
る)

、
そ
の
上
に
金
色
の
濔(

阿
字)

を
書
い
た
掛
け
軸
に
向
か

い
、
足
を
組
ん
で
坐
し(

結
跏
趺
坐)

、
手
に
印
を
結
び
、
呼
吸
を
整
え
て
、
自
分

の
心
が
月
輪
の
ご
と
し
と
観
ず
る
。
阿
字
観
は
、
こ
の
阿
字
を
唱
え
、
内
観
が
進

ん
で
阿
字
と
蓮
華
と
月
輪
と
の
三
観
が
成
就
し
、
阿
字
本
不
生
の
理
を
体
得
す
る

観
法
で
あ
る
。

(

『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』)

依
他
起
性

因
縁
和
合
に
よ
っ
て
生
じ
、
因
縁
が
な
く
な
れ
ば
滅
す
る
も
の
。
唯
識

説
に
い
う
百
法
の
う
ち
、
六
無
為
を
除
く
他
の
有
為
法
の
こ
と
。
他
の
力
に
よ
っ

て
生
じ
か
つ
滅
す
る
ゆ
え
に
、
有
で
あ
っ
て
し
か
も
有
で
な
く
、
ま
た
無
で
も
な

く
、
こ
れ
を
仮
有
法
・
非
有
似
有
の
法
と
名
づ
け
る
。
こ
の
中
に
虚
妄
分
別
の
縁

か
ら
生
じ
た
雑
善
の
法
で
あ
る
染
分
依
他
と
無
漏
智
の
縁
か
ら
生
じ
た
純
浄
の

法
で
あ
る
浄
分
依
他
と
が
あ
る
。
浄
分
依
他
は
円
成
実
性
に
属
す
る
こ
と
も
あ

る
。

(

『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』)

阿
頼
耶
識

…
…
前
略
…
…

阿
頼
耶
識
は
、
通
常
は
迷
い
の
生
存
の
根
底
と
し
て

機
能
す
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
見
道
以
後
は
悟
り
の
諸
法
も
ま
た
阿
頼
耶
識
か
ら

生
ず
る
と
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
一
部
の
文
献
で
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
阿

頼
耶
識
と
如
来
蔵
を
同
一
視
す
る
考
え
方
も
現
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
動
き
を

受
け
て
玄
奘
以
前
の
中
国
で
は
、
阿
頼
耶
識
の
本
質
は
、
清
ら
か
な
真
識
で
あ
る

か
、
汚
れ
た
妄
識
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
論
争
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
『
岩
波

仏
教
辞
典
』
）

小
島
僧
都(

眞
興ｼ

ﾝ
ｺ゙

ｳ
)

＝
平
安
中
期
の
真
言
宗
の
学
僧
、
小
島
流
の
祖
。
承
平
五

(935
)

～
寛
弘
元(1004

)

。
諱
眞
興

通
小
島
僧
都
、
小
島
先
徳

生
河
内(

大
阪)

師
仲
算
、
仁
賀

事949

年
に
興
福
寺
に
入
り
仲
算
に
師
事
し
て
唯
識
・
因
明
を

修
め
、
の
ち
吉
野
の
仁
賀
に
密
教
を
学
び
、83

年
伝
法
潅
頂
を
受
け
た
。
南
法
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華
寺(

壺
阪
寺)

に
住
し
、
の
ち
小
島
寺
に
移
っ
て
法
筵
を
開
い
た
の
で
、
そ
の
法

流
を
小
島
流(

壺
阪
流)

と
い
う
。1003

年
興
福
寺
維
摩
会
の
講
師
、
翌
年
御
斎

会
の
講
師
と
な
り
権
少
僧
都
に
任
じ
ら
れ
た
。

（
『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』
）


