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鎌
倉
時
代
の
後
半
、
無
住
一
円
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
沙
石
集
』
は
、

中
世
の
信
心
の
世
界
を
、
多
角
的
に
と
ら
え
て
い
る
史
料
と
し
て
従
来
か
ら

注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
初
の
五
巻
か
ら
十
巻
へ
と
増
補
さ
れ

た
と
見
ら
れ
、
ま
た
無
住
の
手
に
よ
り
約
二
十
五
年
に
渡
っ
て
改
訂
が
な
さ

れ
続
け
た
結
果
、
現
在
、
各
巻
の
構
成
や
収
録
説
話
数
を
異
に
す
る
伝
本
が

数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
『
沙
石
集
』
を
平
安
時
代
中
期
以
降
に

お
け
る
仏
教
思
想
、
と
り
わ
け
浄
土
教
思
想
の
受
容
の
実
態
を
看
取
で
き
る

史
料
と
し
て
位
置
づ
け
、
古
体
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
十
巻
十
二
帖

本
と
十
巻
十
帖
本
、
さ
ら
に
江
戸
期
の
流
布
本
で
あ
る
十
巻
十
帖
本
を
比
較

検
討
し
つ
つ
、
無
住
の
往
生
思
想
の
特
色
を
究
明
す
る
こ
と
が
骨
子
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
仏
教
界
の
動
向
を
把
握
す
る

と
同
時
に
、
法
然
や
親
鸞
・
一
遍
な
ど
、
後
世
に
大
き
く
発
展
す
る
教
団
の

祖
師
た
ち
に
つ
い
て
も
、
祖
師
顕
彰
と
い
う
教
団
の
立
場
を
離
れ
て
仏
教
界

全
体
の
な
か
で
の
再
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

『
沙
石
集
』、
無
住
、
臨
終
正
念
、
発
心
・
遁
世
、
往
生
浄
土

一
、
問
題
の
所
在

末
代
に
は
、
多
く
は
往
生
と
の
み
云
ひ
合
へ
り
。
悪
人
の
中
に
、
往
生
す
る

人
の
事
、
是
は
人
、
是
を
見
て
、
悪
人
も
往
生
す
。
悪
業
恐
る
べ
か
ら
ず
と

云
ふ
。
是
に
よ
り
、
末
代
に
は
魔
往
生
あ
る
べ
し
と
云
へ
り
。
悪
人
な
れ
ど

も
、
心
を
改
め
て
、
十
念
を
も
唱
へ
、
宿
善
開
発
し
て
、
誠
の
往
生
も
あ
る

べ
し
。
宿
善
な
く
、
正
念
に
も
住
せ
ず
、
誠
な
き
物
の
こ
と
ご
と
し
き
往
生

は
、
怪
し
む
べ
し
。
心
を
翻
し
て
往
生
せ
ん
に
は
、
教
門
の
許
す
所
な
り
。

悪
人
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
人
も
妄
念
あ
り
て
、
臨
終
悪
し
き
こ
と
あ
る
べ

し
。
こ
れ
ま
た
、
善
の
由
な
き
に
あ
ら
ず
、
妄
念
の
強
き
な
り
。
こ
の
理
を

信
じ
て
、
因
果
を
乱
す
べ
か
ら
ず１

）

。

こ
れ
は
十
二
帖
本
『
沙
石
集
』（
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
・
小
学
館
『
新
編
日
本
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古
典
文
学
全
集
』
底
本
、
以
下
米
沢
本
と
呼
称
す
る
）
巻
第
十
の
十
「
妄
執
に
依

り
て
魔
道
に
落
つ
る
人
の
事
」
中
の
一
節
で
あ
る
。『
沙
石
集
』
の
撰
者
無
住
の

在
世
当
事
「
悪
人
も
往
生
す
。
悪
業
恐
る
べ
か
ら
ず
。」
と
い
う
言
動
が
し
き
り

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
無
住
の
主
張
は
以
下
の
二

点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。（
ａ
）
悪
道
に
堕
す
べ
き
人
間
が
往
生
す
る
た
め
に
は

「
心
を
改
め
」「
十
念
を
も
唱
へ
」「
宿
善
開
発
」
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ

が
経
典
（
た
と
え
ば
『
観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
段
な
ど
）
に
も
示
さ
れ
て
い
る

往
生
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い

悪
人
の
往
生
は
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
。（
ｂ
）
一
方
で
、
た
と
え
悪
業
を
犯
さ

ず
善
根
を
積
ん
で
い
て
も
臨
終
に
妄
念
が
あ
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
こ
れ
は
臨
終
時
の
心
の
問
題
で
あ
っ
て
平
生
積
ま
ね
ば
な
ら
な
い
善
根
が

無
意
味
な
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
な
お
、
最
後
に
「
因
果
を
乱
す
べ
か
ら

ず
。」
と
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
往
生
の
得
否
に
関
す
る
無
住
の
基
本
的
な
考

え
方
は
「
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
」
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
近
年
の
研
究
で
は
法
然
や
親
鸞
が
説
い
た
「
悪
人
正
機
」
説

は
、
当
時
そ
れ
ほ
ど
広
が
り
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
引
用
し
た
無
住
の
言
説

に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
悪
人
が
心
を
翻
し
て
往
生
す
る
こ
と
は
広
く
顕
密
仏
教
が

説
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る２

）

。
実
際
、
法
然
の

立
場
は
「
罪
は
十
悪
・
五
逆
の
も
の
む
ま
る
と
信
じ
て
、
少
罪
お
も
お
か
さ
じ
と

お
も
ふ
べ
し３

）

。」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
「
悪
業
恐
る
べ
か
ら

ず
」
と
い
っ
た
破
戒
行
為
を
助
長
す
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
と
も
言
え
る
従
来
の
研
究
視
座
が
見
直
さ
れ

て
い
る
昨
今
、
無
住
に
代
表
さ
れ
る
顕
密
仏
教
側
の
見
解
は
、
む
し
ろ
鎌
倉
時
代

仏
教
界
の
大
勢
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
中
世
初
頭
に
お
け
る
仏
教
界
の
動
向

を
捉
え
な
お
す
中
で
、
法
然
や
親
鸞
の
思
想
的
革
新
性
も
再
評
価
さ
れ
る
必
要
に

迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
無
住
が
撰
述
し
た
『
沙
石
集
』
は
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
界
の
動
向

や
仏
教
思
想
の
受
容
の
特
色
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
作
品
と
し
て
従
来
か

ら
注
目
さ
れ
て
お
り
研
究
も
多
い４

）

。
な
か
で
も
近
年
の
成
果
と
し
て
は
大
隈
和
雄

氏
の
研
究
成
果
が
注
目
さ
れ
よ
う５

）

。
撰
者
無
住
に
つ
い
て
大
隈
氏
は
「
同
時
代
の

仏
教
の
動
向
に
強
い
関
心
を
も
ち
な
が
ら
、
一
宗
一
派
の
主
張
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
庶
民
へ
の
語
り
か
け
を
つ
づ
け
る
立
場
を
守
り
通
し
た
例
は
他
に
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
世
の
信
心
の
世
界
を
、
無
住
ほ
ど
多
角
的
に
と
ら
え

る
こ
と
の
で
き
た
人
物
を
、
ほ
か
に
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う６

）

。」
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。『
沙
石
集
』
の
単
な
る
作
品
論
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
中
世

の
信
仰
世
界
全
体
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
な
さ
れ
て
い
る
点
、
首
肯
す
べ
き
で

あ
る
が
、
私
は
平
安
時
代
中
期
以
降
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
浄
土
教
を
含
む
仏

教
思
想
受
容
の
実
態
を
探
求
す
る
上
で
も
『
沙
石
集
』
の
内
容
は
注
意
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
『
沙
石
集
』
巻
第
一
の
序
文
は
「
そ
れ
麁
言

軟
語
み
な
第
一
義
に
帰
し
、
治
生
産
業
し
か
し
な
が
ら
実
相
に
そ
む
か
ず
。
然
れ

ば
狂
言
綺
語
の
あ
だ
な
る
戯
れ
を
縁
と
し
て
、
仏
乗
の
妙
な
る
道
を
知
ら
し
め
、

世
間
浅
近
の
賎
き
こ
と
を
譬
と
し
て
、
勝
義
の
深
き
理
に
入
れ
し
め
ん
と
思
う７

）

。」

と
書
き
始
め
ら
れ
て
お
り
、「
か
の
金
を
求
む
る
者
は
沙
を
捨
て
て
こ
れ
を
と
り
、

玉
を
瑩
く
類
は
石
を
破
り
て
こ
れ
を
拾
ふ
。
仍
て
沙
石
集
と
な
づ
く８

）

。」
と
い
う

書
名
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
無
住
が
「
仏
乗
の
妙
な
る
道
を
知
ら
し
め
、（
中
略
）
勝
義
の
深
き
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理
に
入
れ
し
め
ん
」
が
た
め
、
集
め
ら
れ
て
い
る
「
狂
言
綺
語
の
あ
だ
な
る
戯

れ＝
沙
」
や
「
世
間
浅
近
の
賎
き
こ
と＝

石
」
に
こ
そ
、
無
住
在
世
当
時
、
関
心

の
高
か
っ
た
仏
教
界
の
動
向
に
関
す
る
事
柄
が
収
集
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
無
住
の
意
図
は
「
金
・
玉
」
を
得
て
欲
し
い
と

の
思
い
に
あ
る
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
悪
人
往
生
の
問
題
や
巻
第
一
を
中
心
に
述

べ
ら
れ
る
神
仏
習
合
思
想
の
展
開
、
あ
る
い
は
和
歌
陀
羅
尼
観
の
提
示
や
儒
教
的

徳
目
の
仏
教
思
想
と
の
融
合
な
ど
、
日
本
で
定
着
し
て
い
く
仏
教
の
あ
り
よ
う
が
、

『
沙
石
集
』
全
編
を
通
じ
て
、
ま
さ
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
隈
氏
は
「
仏
教
革
新
の
運
動
の
波
が
引
い
た
あ
と
、
無
住
は
、
仏
法
の
現
実
を

見
据
え
、
仏
法
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
考
え
つ
づ
け
た
が
、
無
住
が
提
起
し
た

問
題
は
、
近
代
の
仏
教
史
研
究
の
中
で
は
と
り
上
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い

る９
）

。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
『
沙
石
集
』
に
お
い
て
無
住
が
提
起

し
て
い
る
問
題
の
う
ち
、
往
生
思
想
（
臨
終
観
）
に
焦
点
を
あ
て
『
沙
石
集
』
の

構
造
お
よ
び
無
住
の
思
想
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
上
で
、
法

然
・
親
鸞
・
一
遍
な
ど
後
世
大
き
く
発
展
し
て
い
く
教
団
の
祖
師
た
ち
を
含
め
、

鎌
倉
時
代
の
仏
教
界
全
体
の
動
向
に
留
意
し
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
思
想
受

容
の
特
色
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
、『
沙
石
集
』
の
伝
本
に
つ
い
て

『
沙
石
集
』
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
、
ま
ず
言
及
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
伝
本
と
そ
の
分
類
に
つ
い
て
で
あ
る
。
弘
安
二
年
（
一
二

七
九
）
か
ら
開
始
さ
れ
た
『
沙
石
集
』
の
編
纂
は
、
翌
年
に
一
旦
五
巻
ま
で
が
完

成
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
増
補
が
な
さ
れ
、
弘
安
六
年
（
一
二
八

三
）
に
十
巻
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
米
沢
本
巻
第
十
末
「
述
懐

事
」
お
よ
び
識
語
）。
た
だ
し
無
住
は
そ
の
後
も
加
筆
・
削
除
等
の
改
定
作
業
を

続
け
、
最
後
に
改
訂
さ
れ
た
の
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
本
（
以
下
、
神
宮
文
庫
本
と

呼
称
す
る
）
巻
第
四
末
の
奥
書
に
よ
り
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
に
ま
で
及
ん
で

い
る
こ
と
が
窺
え
る10

）

。
ま
た
現
存
す
る
諸
本
は
、
古
く
は
渡
辺
綱
也
氏
に
よ
り
収

録
説
話
数
の
違
い
に
よ
り
「
広
本
系
」
と
「
略
本
系
」
に
大
別
さ
れ
、「
広
本
系
」

諸
本
は
「
最
初
に
公
に
し
た
書
の
形
」
を
留
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

十
巻
十
二
帖
本
と
十
巻
十
帖
本
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
系
統
に
分
類

さ
れ
て
き
た11

）

。
し
か
し
な
が
ら
近
年
、
小
島
孝
之
氏
は
、
広
本
か
ら
略
本
へ
改

編
・
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
の
前
提
と
な
る
「
説
話
数
の
多

寡
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
適
切
な
分
類
基
準
と
は
な
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
」
る

と
指
摘
さ
れ
、『
沙
石
集
』
の
成
立
に
比
重
を
置
い
た
「
古
本
系
」（
第
一
類
十
二

帖
本
と
第
二
類
十
帖
本
に
分
類
）
と
「
流
布
本
系
」（
第
三
類
十
帖
本
と
第
四
類

五
帖
本
に
分
類
）
と
い
う
新
た
な
分
類
方
法
を
提
示
さ
れ
て
い
る12

）

。
た
だ
し
渡
辺

綱
也
氏
の
「
広
本
系
」（
小
島
孝
之
氏
の
「
古
本
系
」）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
伝
本

も
、
十
二
帖
本
と
十
帖
本
で
は
巻
六
以
降
の
構
成
や
収
録
説
話
数
を
異
に
し
て
お

り
、
さ
ら
に
「
略
本
系
」（
小
島
孝
之
氏
の
「
流
布
本
系
」）
諸
本
に
は
改
訂
年
次

を
知
る
こ
と
の
で
き
る
裏
書
を
有
す
る
い
く
つ
か
の
写
本
類
と
江
戸
期
の
古
活
字

本
お
よ
び
整
版
本
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
沙
石
集
』
に
は
成
立
の
経
緯
を
異
に
す
る
多
様
な
伝
本
が
現
存

し
て
お
り
「
そ
の
系
統
的
整
理
は
難
渋
を
き
わ
め
る13

）

」
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
作
品
論
を
主
眼
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
伝
本
の
分
類
や
系
統
分
け
、
収
録
話
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数
の
異
な
り
や
説
話
配
列
の
異
同
、
巻
ご
と
の
主
題
な
い
し
方
向
性
等
々
の
究
明

は
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
が
、
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
や
無
住
自
身
の
思
想
内
容

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
本
稿
で
は
、『
沙
石
集
』
を
通
し
て
看
取
で
き
る
無
住
の

基
本
的
な
仏
教
理
解
や
主
張
が
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て

た
い
。
大
隈
和
雄
氏
は
「
経
論
を
典
拠
と
し
な
い
説
法
を
、
聞
き
手
に
信
じ
さ
せ

る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
実
際
に
起
こ
っ
た
、
疑
う
余
地
の
な
い
確
か
な
こ
と
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
く
り
返
し
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た14

）

。」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
当
然
根
拠
と
な
る
事
例
は
加
筆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
方
主
題
が

見
え
に
く
く
な
る
よ
う
な
場
合
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
本
文
は
ほ
ぼ

同
様
で
あ
っ
て
も
、
文
章
の
挿
入
や
字
句
の
修
正
等
の
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

従
っ
て
問
題
は
収
録
説
話
数
の
多
寡
よ
り
も
無
住
が
各
巻
の
各
条
で
何
を
主
張
し

た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
冒
頭
に
引
用
し
た
一
節
は
、「
妄
執
に
依
り
て
魔
道
に
落
つ
る
人
の

事
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
主
題
の
内
容
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
沙
石
集
』
編
纂
当
事
か
ら
約
二
十
五
年
後
の
改

定
を
経
た
姿
を
留
め
る
神
宮
文
庫
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

末
代
ハ
多
ハ
往
生
ト
ノ
ミ
云
ア
ヘ
リ
。
悪
人
ノ
中
ニ
稀
レ
ニ
臨
終
オ
タ
シ
ケ

レ
ハ
、
見

之
テ
悪
人
モ
臨
終
好
シ
、
悪
業
オ
ソ
ル
ヘ
ラ
カ
ス
ト
云
フ
見
ヲ

起
テ
、
罪
ヲ
恐
レ
ス
、
恣
ニ
三
悪
四
趣
ノ
業
ヲ
ノ
ミ
成
事
世
ニ
多
シ
。
濁
世

ニ
ハ
多
魔
往
生
ア
ル
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
。
悪
人
ナ
レ
ト
モ
、
心
ヲ
改
メ
テ
、
十

念
成
就
シ
宿
善
開
発
シ
タ
ラ
ム
ハ
誠
ニ
往
生
ス
ベ
シ
。
宿
善
モ
ナ
ク
、
正
念

ニ
モ
住
セ
サ
ラ
ム
人
ノ
事
〳
〵
シ
ク
往
生
ス
ト
ノ
ミ
申
ア
エ
ラ
ム
難

シ
心

得
。
悪
人
モ
心
ヲ
翻
シ
テ
往
生
セ
ム
ハ
教
門
ノ
ユ
ル
ス
処
也
。
悪
人
ト
云
ヘ

カ
ラ
ス
。
善
人
モ
妄
念
有
テ
臨
終
悪
キ
事
有
ヘ
シ
。
是
又
善
業
ノ
悪
キ
ニ
ア

ラ
ス
。
妄
念
ノ
ツ
ヨ
ク
善
業
ハ
弱
キ
故
也
。
此
理
ヲ
信
シ
テ
因
果
ヲ
乱
ス
ヘ

カ
ラ
ス15

）

。

傍
線
を
施
し
た
部
分
に
加
筆
・
修
正
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
条
全
体
の
構
成
は
米
沢
本
と
同
じ
で
あ
り
、
本
文
全
体
で
は
大
き
な
加
筆
・

修
正
は
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
無
住
の
「
悪
人
往
生
」
に
関
す
る
基
本
的
な
考

え
方
は
『
沙
石
集
』
の
改
訂
作
業
と
は
関
係
な
く
、
編
纂
当
初
か
ら
大
き
く
変
化

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
の
上
で
前
半
部
分
を
見
て

み
る
と
米
沢
本
で
は
「
往
生
」
と
記
さ
れ
て
い
た
部
分
が
神
宮
文
庫
本
で
は
「
臨

終
」
へ
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。「
悪
人
ノ
中
ニ
稀
レ
ニ
臨
終
オ
タ
シ

ケ
レ
ハ
」「
悪
人
モ
臨
終
好
シ
」「
善
人
モ
妄
念
有
テ
臨
終
悪
キ
事
」
と
い
う
よ
う

に
、
善
人
で
あ
れ
悪
人
で
あ
れ
、
往
生
の
得
否
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ

に
臨
終
が
穏
や
か
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
「
臨
終
の
善
し
悪
し
」
を
論
ず
る
こ

と
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
往
生
の
得

否
の
問
題
が
、
結
局
は
臨
終
の
善
し
悪
し
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
無
住
の
考
え

方
は
『
沙
石
集
』
全
体
を
通
じ
て
窺
え
る
往
生
思
想
を
検
討
す
る
上
で
も
、
さ
ら

に
は
当
事
の
仏
教
界
の
動
向
を
知
る
上
で
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。も

ち
ろ
ん
、
往
生
の
有
様
を
め
ぐ
る
説
話
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
巻
一

や
巻
四
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
無
住
の
思
想
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
巻
ご
と

の
主
題
や
方
向
性
を
探
り
つ
つ
、『
沙
石
集
』
全
体
の
な
か
で
関
連
す
る
主
題

（
を
持
つ
説
話
）
が
ど
の
よ
う
に
呼
応
し
な
が
ら
配
置
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た

そ
れ
は
『
沙
石
集
』
の
度
重
な
る
改
訂
作
業
を
経
て
も
変
化
し
な
か
っ
た
か
ど
う
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か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
無
住
の
思
想
の

特
色
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
『
沙
石
集
』
現
存
諸
本
の
内
、
最
も
古
体
を
残
す
と
考
え
ら

れ
て
い
る
十
巻
十
二
帖
本
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
最
も
古
い
書
写
年

代
を
原
識
語
に
有
す
る
北
野
克
氏
所
蔵
元
應
三
年
（
一
三
二
一
）
奥
書
本
は
巻

三
・
巻
四
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
十
二
帖
本
唯
一
の
完
本
で
あ
り
小
島
孝
之
氏
に

よ
り
翻
刻
さ
れ
た
米
沢
本
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
記
述
内
容
に
つ
い

て
は
、
十
巻
十
帖
本
で
最
古
の
書
写
年
代
を
有
す
る
御
茶
ノ
水
図
書
館
蔵
本
（
岩

波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
底
本
、
以
下
、
梵
舜
本
と
呼
称
す
る
）
と
、

「
流
布
本
」（「
略
本
系
」）
諸
本
の
中
で
は
書
写
年
代
が
古
く
完
本
で
あ
り
、『
沙

石
集
』
に
対
す
る
最
後
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
本
文
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
宮

文
庫
本
を
比
較
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、『
沙
石
集
』
巻
第
十
の
構
造
と
特
色

『
沙
石
集
』
で
は
各
巻
の
目
次
（
本
編
の
小
見
出
し
）
に
示
さ
れ
た
内
容
の
説

話
が
ま
ず
記
さ
れ
た
あ
と
、
関
連
す
る
説
話
や
仏
典
・
漢
籍
か
ら
の
引
用
、
無
住

の
コ
メ
ン
ト
等
が
付
け
加
え
ら
れ
一
つ
の
条
を
構
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿

の
冒
頭
に
引
用
し
た
一
節
を
含
む
巻
第
十
本
ノ
十
「
妄
執
に
依
り
て
魔
道
に
落
つ

る
人
の
事
」
の
内
容
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
条
は
、
才
覚
に
優
れ
賢

者
・
道
心
者
と
の
世
評
も
高
か
っ
た
「
某
の
宰
相
」
が
、
妄
執
に
よ
っ
て
往
生
で

き
ず
、
魔
道
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
説
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。「
某
の
宰

相
」
は
平
生
か
ら
の
願
い
通
り
「
正
し
き
最
後
の
十
念
を
ば
、
い
か
に
心
を
澄
ま

し
て
唱
へ
、
第
十
の
念
仏
一
反
を
ば
、
殊
に
声
を
打
ち
上
げ
て
、
思
ひ
入
れ
て
の

び
の
び
と
申
し
て
」
臨
終
を
向
え
、
同
法
の
僧
た
ち
に
も
「
御
臨
終
目
出
か
り
し

か
ば
、
御
往
生
と
こ
そ
、
心
安
く
」
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

宰
相
は
、「
当
世
の
御
政
事
の
濁
れ
る
事
」
に
対
す
る
憂
慮
を
「
心
の
中
ば
か
り
、

人
知
れ
ず
妄
執
忘
れ
難
く
」、
結
局
往
生
で
き
ず
に
「
由
な
き
道
」
に
堕
ち
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る16

）

。
無
住
は
「
世
を
捨
て
、
深
き
山
に
住
み
、
実
の
道
に
入
る
と

も
、
妄
念
は
捨
て
難
き
に
こ
そ
。
ま
し
て
塵
労
の
中
に
し
て
、
心
清
く
執
着
を
離

る
る
事
は
、
弥
々
難
か
る
べ
き
な
り
。」
と
述
べ
「
さ
れ
ば
臨
終
知
り
難
き
物
な

り
。」
と
結
ん
で
い
る17

）

。

傍
目
に
は
立
派
な
往
生
と
は
見
え
て
い
て
も
、
そ
の
心
中
は
当
事
者
し
か
分
か

ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
往
生
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
を

示
す
事
例
で
あ
る
。「
臨
終
知
り
難
き
物
」
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
受
け
て
無
住

は
、
こ
の
「
某
の
宰
相
」
の
物
語
に
続
け
て
、
往
生
が
並
大
抵
の
こ
と
で
は
成
就

し
が
た
い
こ
と
を
示
す
事
例
を
い
く
つ
も
連
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。
明
遍
僧
都
の

弟
子
で
あ
る
真
壁
の
敬
仏
房
が
、
高
野
の
聖
人
が
人
の
臨
終
の
良
し
悪
し
を
言
及

す
る
こ
と
に
対
し
て
「
い
さ
、
心
の
中
を
も
知
ら
ぬ
ぞ
」
と
明
言
し
た
と
い
う
こ

と
記
し
て
、「
実
に
と
覚
ゆ
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
高
野
に
い
た
昔
の
聖
人
が

「
弟
子
あ
れ
ば
、
往
生
は
せ
ん
ず
ら
む
。
後
世
こ
そ
恐
ろ
し
け
れ
」
と
語
っ
て
い

た
こ
と
を
あ
げ
、
臨
終
の
様
の
善
し
悪
し
は
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
、
悪
し
き
死
に

様
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
追
善
す
る
こ
と
こ
そ
が
亡
魂
を
助
け
る
因
縁
に

な
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
一
節
に
引
き
続
い
て
、
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
「
悪
人
往
生
」
に

関
す
る
一
節
が
あ
り
、
さ
ら
に
高
野
の
遁
世
聖
た
ち
が
、「
端
座
合
掌
し
、
念
仏
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唱
へ
て
引
き
入
」
っ
た
僧
侶
の
「
す
さ
ま
じ
げ
な
る
顔
ざ
し
」
を
目
の
当
た
り
に

し
て
「
魔
道
に
入
り
ぬ
」
と
評
定
し
た
こ
と
。
ま
た
別
の
高
野
の
聖
人
が
、
遁
世

に
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
、
世
を
捨
て
、
身
を
捨

て
、
心
を
捨
て
る
第
三
重
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
内
容
を
記
し
て
い
る
。
第

三
重
と
は
「
五
塵
六
欲
、
名
聞
利
益
、
か
つ
て
心
に
か
か
ら
ず
、
執
心
執
着
無
く

し
て
、
浮
世
を
夢
の
ご
と
く
思
ひ
て
、
心
の
底
ま
で
清
き
を
、
心
を
捨
つ
と
云
ふ

な
り
。
か
く
て
こ
そ
、
仏
道
に
心
は
染
み
、
菩
提
に
望
み
は
掛
く
べ
き
事
な
り18

）

。」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
は
世
を
捨
て
る
第
一
重
す
ら
難
し
い
状
況
で
あ
る

の
で
、
ま
し
て
第
三
重
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
無
住
は
結
ん
で

い
る
。
そ
し
て
本
条
の
結
論
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

名
利
を
捨
つ
る
こ
そ
、
隠
遁
の
姿
、
出
家
の
形
な
れ
。
さ
れ
ば
仏
道
に
思
ひ

入
ら
ば
、
こ
の
心
を
捨
て
、
ま
め
や
か
に
遁
る
べ
し
。
然
る
に
、
鈍
な
る
者

は
、
財
と
色
を
愛
し
、
利
な
る
者
は
、
名
と
見
と
に
着
す
。
こ
の
故
に
、
或

い
は
世
を
捨
て
た
る
姿
を
、
名
聞
に
す
る
人
も
あ
り
。
或
い
は
徳
を
隠
す
由

に
て
、
放
逸
な
る
も
あ
り
。
能
く
能
く
心
行
を
察
し
て
、
名
利
の
穴
を
出
て
、

執
着
の
氷
を
解
く
べ
し19

）

。

本
条
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
「
某
の
宰
相
」
は
傍
目
に
は
分
か
ら
な
い
「
妄

執
」
に
よ
り
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
臨
終
知
り
難
き
物
な
り
」
と

い
う
無
住
の
結
論
は
、
決
定
往
生
の
要
件
と
な
る
臨
終
正
念
の
成
就
は
傍
目
で
は

分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
姿
か
た
ち
だ
け
を
整
え
る
の
で
は
な
く
、
心

底
名
利
の
執
着
を
解
き
放
つ
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
住
に

と
っ
て
往
生
と
は
至
難
で
あ
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
認
識
で
あ
り
、「
悪
人
も

往
生
す
。
悪
業
恐
る
べ
か
ら
ず
」
な
ど
と
い
う
言
説
は
「
摩
往
生
」
と
い
う
べ
き
、

到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
巻
第
十
本
の
最
終
話
で
あ
る
第
十
条
は
、
臨
終
の
妄
執
が
往
生
を

妨
げ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
傍
目
に
は
容
易
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
説
示
す
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
本
条
を
含
む
巻
第
十
全
体
は
ど
の
よ
う
な
構
成
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
巻
第
十
本
ノ
一
「
浄
土
房
遁
世
の
事
」

は
伊
豆
山
の
浄
土
房
の
物
語
で
あ
る
が
、
無
住
は
「
深
く
思
い
入
り
て
、
こ
の
世

も
身
も
惜
し
か
ら
ず
、
と
く
浄
土
へ
参
ら
ん
と
急
ぐ
心
の
誠
あ
り
け
る
に
こ
そ
。

う
ら
や
ま
し
く
、
貴
く
ぞ
覚
ゆ
る
。
遂
に
終
り
目
出
く
往
生
し
た
り
と
こ
そ
、
申

し
伝
へ
た
る20

）

。」
と
結
ん
で
お
り
、「
目
出
く
往
生
」
し
た
こ
と
事
例
と
し
て
注
目

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
条
で
は
「
五
濁
相
応
の
法
門
、
劣
機
応
入
の
要

略
」
で
あ
る
往
生
浄
土
の
教
行
に
関
し
て
、
念
仏
門
の
行
人
は
数
多
い
が
「
誠
あ

る
人
は
少
な
く
、
並
々
な
る
は
多
し
」
と
理
想
と
す
べ
き
盧
山
の
十
八
賢
・
増

賀
・
恵
心
僧
都
源
信
の
事
例
を
述
べ
、
浄
土
教
思
想
の
根
幹
と
し
て
天
親
の
浄
土

論
や
曇
鸞
の
論
註
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
世
の
人
は
、
往
生

極
楽
を
受
楽
の
た
め
に
願
い
『
浄
土
論
』
に
説
く
ご
と
き
「
度
衆
生
」
の
心
は
ほ

と
ん
ど
稀
で
、「
五
欲
の
た
の
し
み
、
名
利
の
執
深
く
し
て
、
ま
め
や
か
に
世
間

を
厭
ひ
、
疎
む
心
な
く
、
病
死
憂
患
、
種
々
の
苦
に
あ
へ
ど
も
、
な
ほ
厭
ふ
心
な

し
。
僅
か
の
楽
し
み
に
耽
り
、
厭
離
の
心
な
し
。」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の

で
あ
る21

）

。
ま
た
当
世
の
人
々
が
他
力
本
願
と
い
う
こ
と
を
自
分
の
心
の
良
し
悪
し

や
善
根
の
有
無
に
関
係
な
く
、
仏
に
頼
み
さ
え
か
け
れ
ば
往
生
で
き
る
よ
う
に
言

い
合
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
『
観
無
量
寿
経
』
の
下
品

下
生
段
に
は
、
確
か
に
十
悪
五
逆
の
罪
人
が
、
臨
終
に
善
知
識
に
会
い
、
十
念
成

就
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
宿
善
が
あ
っ
て
の
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こ
と
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
し
か
も
「
す
で
に
教
へ
に
会
ひ
、
知
識
に
会
ひ

な
が
ら
、
平
生
志
薄
く
、
臨
終
に
も
し
苦
患
に
も
責
め
ら
れ
、
正
念
乱
れ
ば
、
三

心
も
い
か
が
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
。（
中
略
）
臨
終
に
始
め
て
実
あ
ら
ん
事
、
大
き
に

不
定
な
り
。」
と
、「
十
悪
五
逆
の
罪
人
」
が
往
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
全
く
さ

る
人
な
か
る
べ
し
と
に
は
あ
ら
ず
。」
と
し
な
が
ら
も
、
否
定
的
な
考
え
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
「
悪
人
も
往
生
す
」
と
い
う
言
動
に
対
す

る
批
判
的
な
立
場
と
同
様
、
無
住
の
基
本
的
な
考
え
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
同
時
に
顕
密
諸
宗
の
容
認
す
る
悪
人
往
生
で
さ
え
、
よ
ほ
ど
の
特
例
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
伝
わ
っ
て
く
る
点
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
「
人
の
病

重
く
し
て
、
正
念
も
乱
れ
、
臨
終
に
の
ぞ
む
に
は
、
日
来
能
く
し
慣
れ
、
思
ひ
慣

れ
、
心
に
染
み
た
る
事
、
必
ず
現
は
る
。（
中
略
）
浄
土
房
の
志
の
如
く
、
一
念

も
こ
の
身
を
惜
し
ま
ず
、
世
に
心
を
留
め
ず
は
、
往
生
の
素
懐
遂
げ
ん
事
、
難
か

ら
じ
。」
等
々
と
本
条
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る22

）

。
浄
土
房
の
よ
う
な
志
を
も
っ

た
人
物
こ
そ
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
る
、
ま
さ
に
理
想
の
人
物
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

古
本
系
統
に
属
す
る
『
沙
石
集
』
で
は
、
十
二
帖
本
・
十
帖
本
い
ず
れ
も
巻
第

十
は
本
・
末
に
分
か
れ
て
お
り
、
米
沢
本
の
巻
第
十
本
は
、
今
引
用
し
た
①
「
浄

土
房
遁
世
の
事
」
に
始
ま
り
、
②
「
吉
野
の
執
行
遁
世
の
事
」、
③
「
宋
春
房
遁

世
の
事
」、
④
「
俗
士
遁
世
の
事
」、
⑤
「
観
勝
寺
上
人
の
事
」、
⑥
「
強
盗
法
師

道
心
の
事
」、
⑦
「
悪
を
縁
と
し
て
発
心
の
事
」、
⑧
「
証
月
房
遁
世
の
事
」、
⑨

「
迎
講
の
事
」、

「
妄
執
に
依
て
魔
道
に
落
つ
る
人
の
事
」、
以
上
全
十
条
よ
り

構
成
さ
れ
て
い
る
。「
一
期
の
栄
花
は
久
し
か
ら
ず
。
当
来
の
快
楽
を
こ
そ
願
ふ

べ
け
れ23

）

」
と
発
心
・
遁
世
し
「
臨
終
実
に
目
出
く
、
既
に
終
わ
り
に
け
り
」
と
伝

え
ら
れ
た
吉
野
の
執
行
、「
終
り
乱
れ
ず24

）

」
と
伝
え
ら
れ
た
宋
春
房
、
一
門
で
遁

世
し
た
丹
後
国
の
俗
士
、
隠
居
し
て
「
二
心
な
き
貴
き
上
人25

）

」
と
評
さ
れ
た
観
勝

寺
上
人
な
ど
、
浄
土
房
と
同
じ
く
理
想
と
す
べ
き
発
心
・
遁
世
の
事
例
が
集
め
ら

れ
て
い
る
。
つ
い
で
強
盗
と
い
う
悪
行
を
契
機
と
し
て
発
心
・
遁
世
し
た
事
例
が

続
く
が
、
⑦
の
内
容
は
後
世
の
「
三
人
法
師
」
を
彷
彿
と
さ
せ
、
そ
の
原
形
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
臨
終
目
出
く
し
て
終
ら
れ
に
け
り26

）

」
と
伝
え
ら
れ
た
証
月

房
、「
臨
終
正
念
の
事
を
思
ひ
、
聖
衆
来
迎
の
儀27

）

」
を
願
っ
て
始
め
ら
れ
た
丹
後

国
の
迎
講
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
先
に
引
用
し
た
「
妄
執
に
依
て
魔
道
に
落
つ
る

人
の
事
」
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
房
と
同
じ
く
「
誠
の
心
」
を
発
し
た
者
が
、

臨
終
目
出
度
く
終
わ
り
と
遂
げ
た
こ
と
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

巻
第
十
ノ
末
は
「
霊
託
し
て
仏
法
の
物
語
し
た
る
事
」、「
諸
宗
旨
を
自
得
し
た

る
人
の
事
」、「
臨
終
の
目
出
き
人
々
の
事
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
前
二

条
は
無
住
の
仏
法
観
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
内
容
を
有
し
て
お
り
、
本
稿
の
論

点
と
も
関
連
す
る
が
、
紙
数
の
都
合
上
「
真
実
に
道
心
深
く
し
て
、
念
々
に
道
を

行
じ
、
欲
の
失
を
知
り
、
妄
念
を
薄
く
し
、
執
着
な
か
ら
ん
人
ぞ
、
道
に
入
る
初

め
な
る
べ
き28

）

。」
と
い
う
妄
念
・
執
着
に
対
す
る
戒
め
と
い
う
、
無
住
の
基
本
的

な
立
場
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
く
に
留
め
た
い
。
そ
し
て
『
沙
石

集
』
の
全
体
の
終
結
部
と
し
て
、
静
遍
僧
都
の
弟
子
で
あ
る
行
仙
上
人
、
建
仁
寺

の
門
弟
、
寿
福
寺
の
老
僧
、
栄
西
、
栄
朝
、
朗
誉
長
老
、
法
心
房
、
蘭
渓
、
聖
一

和
尚
な
ど
、
い
ず
れ
も
臨
終
目
出
度
く
終
え
た
僧
侶
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

無
住
は
『
沙
石
集
』
を
言
わ
ば
往
生
伝
で
閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
ご
ろ
か
ら

執
着
を
離
れ
、
臨
終
を
い
か
に
目
出
度
く
終
わ
る
か
と
い
う
こ
と
が
無
住
に
と
っ

て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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以
上
は
十
二
帖
本
で
の
構
成
で
あ
る
が
、
巻
第
十
に
つ
い
て
米
沢
本
・
梵
舜

本
・
神
宮
文
庫
本
で
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る29

）

。

米
沢
本
巻
第
十
ノ
本

梵
舜
本
巻
第
十
本

神
宮
文
庫
本
巻
第
九
之
始

①
浄
土
房
遁
世
の
事

①
浄
土
房
遁
世
の
事

①
浄
土
房
遁
世
之
事

②
吉
野
の
執
行
遁
世
の
事

②
吉
野
執
行
遁
世
の
事

②
吉
野
執
行
遁
世
之
事

③
宗
春
房
遁
世
の
事

③
宗
春
房
遁
世
の
事

④
俗
士
遁
世
の
事

④
俗
士
遁
世
シ
タ
ル
事

④
俗
士
之
遁
世
門
之
事

⑤
観
勝
寺
上
人
の
事

⑤
観
勝
寺
上
人
の
事

⑥
強
盗
法
師
道
心
の
事

⑥
強
盗
法
師
道
心
ア
ル
事

⑥
強
盗
法
師
之
道
心
有
事

⑦
悪
を
縁
と
し
て
発
心
の

事

⑦
悪
ヲ
縁
ト
シ
テ
発
心
シ

タ
ル
事

⑦
値
悪
縁
発
心
事

神
宮
文
庫
本
巻
第
九
之

終
之
始

⑧
証
月
房
遁
世
の
事

⑧
証
月
房
久
遁
世
の
事

⑧
証
月
坊
上
人
之
遁
世
事

⑨
迎
講
の
事

⑨
迎
講
事

⑨
迎
講
之
事

妄
執
に
依
て
魔
道
に
落

つ
る
人
の
事

妄
執
ニ
ヨ
リ
テ
魔
道
ニ

落
タ
ル
事

依
妄
執
落
魔
道
人
事

霊
託
仏
法
物
語
事

米
沢
本
巻
第
十
ノ
末

梵
舜
本
巻
第
十
末

神
宮
文
庫
本
巻
第
十

霊
託
し
て
仏
法
の
物
語

し
た
る
事

①
霊
ノ
託
シ
テ
仏
法
ヲ
意

エ
タ
ル
事

諸
宗
旨
を
自
得
し
た
る

人
の
事

②
諸
宗
ノ
旨
ヲ
自
得
シ
タ

ル
事

得
佛
教
之
宗
旨
人
事

臨
終
目
出
き
人
々
の
事

（
述
懐
の
事
を
含
む
）

③
臨
終
目
出
キ
人
々
ノ
事

（
述
懐
の
事
を
含
む
）

臨
終
目
出
度
僧
事

述
懐
事

こ
の
よ
う
に
米
沢
本
・
梵
舜
本
に
存
し
た
③
・
⑤
は
神
宮
文
庫
本
で
は
削
除
さ

れ
、
巻
十
末
の
冒
頭
部
分
と
あ
わ
せ
て
巻
九
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
が
、
総
じ
て
内
容
は
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

「
浄
土
房
遁
世
の
事
」
に
始
ま
り
優
れ
た
遁
世
者
の
事
例
を
挙
げ
つ
つ
巻
十
末
の

最
後
を
「
臨
終
の
目
出
き
人
々
の
事
」
と
し
て
見
事
に
往
生
を
遂
げ
た
僧
侶
の
事

例
を
示
し
つ
つ
『
沙
石
集
』
全
体
を
閉
じ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、『
沙
石
集
』
巻
第
四
の
構
造
と
特
色

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
沙
石
集
』
は
当
初
五
巻
で
あ
っ
た
も
の
が
、
十
巻
へ

増
補
さ
れ
、
ま
た
長
年
に
亘
る
改
訂
作
業
を
経
た
結
果
、
同
じ
よ
う
な
内
容
の
説

話
が
巻
を
超
え
て
収
録
さ
れ
て
い
た
り
、
無
住
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
り

す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
説
話
集
と
い
う
史
料
の
性
格
も
あ
る
が
、
繰
り
返
し

説
き
示
さ
れ
る
内
容
に
、
む
し
ろ
無
住
の
強
調
し
た
い
考
え
が
込
め
ら
れ
て
い
た

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
巻
第
十
に
見
ら
れ
る
往
生
に
関
す
る
発
心
・
遁

世
譚
、
あ
る
い
は
臨
終
の
妄
念
に
つ
い
て
は
、
巻
第
四
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
巻
第
四
の
五
「
臨
終
に
執
心
畏
る
べ
き
事
」
で
は
「
か
か
る
浮
き
世
に
、

長
ら
へ
て
も
よ
し
な
く
」
思
っ
た
小
原
の
上
人
が
、「
頚
を
く
く
り
て
、
臨
終
せ

ん
」
と
同
法
の
僧
侶
二
・
三
人
と
三
七
日
の
無
言
行
を
ま
ず
行
い
、
最
後
は
七
日

の
別
時
念
仏
を
始
め
た
所
、「
京
中
の
道
俗
男
女
、
聞
き
及
ぶ
に
随
ひ
て
、
結
縁

せ
ん
と
て
集
」
ま
る
次
第
で
あ
っ
た
。
同
法
の
一
人
が
「
人
の
心
は
定
ま
り
無
き

事
な
れ
ば
、
若
し
妄
執
も
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
思
し
食
す
事
も
有
ら
ば
、
仰
せ
ら

れ
、
御
心
に
残
る
こ
と
な
く
し
て
、
御
臨
終
も
あ
ら
ん
は
、
然
る
べ
し
と
覚
え
侍
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り
。」
と
無
言
行
を
止
め
る
よ
う
促
し
た
と
こ
ろ
、
当
初
「
勇
猛
」
で
あ
っ
た
心

も
、
今
は
「
ゆ
る
く
し
て
、
急
ぎ
死
な
ば
や
と
も
覚
え
ぬ
ぞ
」
と
い
う
有
様
で
あ

っ
た
。
結
局
こ
の
上
人
は
在
家
法
師
の
叱
責
に
遭
い
「
に
が
り
て
、
心
な
ら
ぬ
行

水
し
、
房
の
前
の
榎
の
木
に
縄
を
か
け
て
、
頚
を
く
び
り
て
死
」
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
案
の
定
、
半
年
ほ
ど
後
、
怨
霊
と
な
っ
て
座
主
僧
正
に
と
り
つ
き
口

惜
し
さ
を
語
る
の
で
あ
っ
た
。
無
住
は
、

実
に
妄
念
執
心
、
忘
れ
難
く
、
捨
て
難
し
。
た
だ
思
ひ
と
ど
ま
る
べ
か
り
け

る
に
、
よ
し
な
く
名
聞
に
耽
り
て
、
な
ま
じ
ひ
に
頚
く
く
り
て
、
魔
道
に
入

り
け
る
こ
と
、
詮
無
く
覚
ゆ
る
。
能
く
能
く
執
心
妄
念
を
ば
、
畏
れ
弁
ふ
べ

き
な
り
。
こ
の
事
は
、
知
り
た
る
小
原
の
上
人
の
、
親
り
語
り
て
、
よ
く
見

た
る
と
て
、
語
り
た
り
し
か
ば
、
確
か
の
事
な
り30

）

。

と
結
ん
で
い
る
。

本
条
が
自
死
往
生
の
失
敗
談
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、
続
く
巻
四
の
六
「
入
水

し
た
る
上
人
の
事
」
は
成
功
し
た
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
あ
る
山
寺
の
上
人
は

道
心
深
く
、
浮
世
に
心
を
留
め
ず
、
急
ぎ
極
楽
へ
参
ろ
う
と
入
水
を
思
い
立
つ
が
、

「
臨
終
一
期
の
大
事
な
り
。
し
慣
れ
た
る
事
だ
に
も
誤
り
も
あ
り
、
不
覚
も
す
る

事
な
り
。
往
生
の
大
事
、
臨
終
の
作
法
、
未
だ
得
ざ
る
事
な
れ
ば
、
い
か
が
と
お

ぼ
つ
か
な
し
。
そ
れ
に
付
き
て
は
、
水
に
入
り
て
後
も
、
妄
念
妄
心
あ
り
て
、
命

も
惜
し
く
、
余
念
も
交
ら
ば
、
往
生
も
不
定
な
れ
ば
」
と
、「
水
に
入
り
て
後
、

尚
も
生
き
い
で
た
き
事
あ
ら
ば
、
縄
を
引
く
べ
し
。
さ
あ
ら
ば
引
き
出
だ
し
給

へ
」
と
同
行
を
語
ら
っ
て
入
水
を
決
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
二
・
三
度
慣
ら
し
た

後
、
見
事
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
無
住
は
「
実
に
、
名
聞
我
執
の
心
に
て
往

生
す
べ
か
ら
ず
。
真
実
の
信
心
に
て
こ
そ
、
素
懐
を
も
遂
ぐ
べ
け
れ
。
頚
く
く
り

上
人
に
は
似
ず
に
こ
そ
。
能
く
能
く
慣
ら
し
て
、
往
生
し
け
る
、
賢
く
こ
そ
覚
ゆ

れ31
）

。」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
巻
四
に
お
い
て
も
往
生
を
遂
げ
た
事
例
と
往
生
に
失
敗
し
た
事
例

を
あ
わ
せ
て
収
録
し
て
お
り
、
巻
十
と
同
様
、
臨
終
時
の
心
の
あ
り
よ
う
へ
の
関

心
が
示
さ
れ
妄
念
妄
心
を
絶
つ
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
説
話
を
含
む
米
沢
本
巻
第
四
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
①
無

言
上
人
の
事
、
②
上
人
の
妻
に
後
た
る
事
、
③
上
人
子
持
ち
た
る
事
、
④
婦
人
臨

終
を
障
り
た
る
事
、
⑤
臨
終
に
執
心
を
畏
る
べ
き
事
、
⑥
入
水
し
た
る
上
人
の
事
、

⑦
道
に
入
り
な
ば
執
心
を
除
く
べ
き
事
、
⑧
上
人
の
女
に
看
病
せ
ら
れ
た
る
事
、

⑨
上
人
の
妻
せ
よ
と
人
に
勧
め
た
る
事
、

上
人
の
妻
に
殺
さ
る
る
事
、

遁
世

の
上
人
風
情
の
事
、

道
人
の
教
戒
の
事
。
以
上
全
十
二
条
で
あ
る
。
臨
終
の
執

心
や
遁
世
の
勧
め
な
ど
、
巻
十
と
密
接
に
関
連
す
る
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

『
沙
石
集
』
全
体
の
構
成
、
特
に
巻
第
四
と
巻
第
十
の
関
連
を
考
察
す
る
上
で
、

以
下
で
は
巻
四
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

大
隈
和
雄
氏
は
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』・『
八
宗
綱
要
』・『
元
亨
釈
書
』
な
ど

が
相
次
い
で
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
無
住
の
時
代
を
「
日
本
の
仏
法
の
自
覚
と
反
省

が
は
じ
ま
っ
た
時
代
で
、
日
本
の
仏
法
を
総
体
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
関
心
が
め

ば
え
、
仏
法
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
が
具
体
化
し
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た32

）

。」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
末
代
に
お
け
る

大
小
・
権
実
・
顕
密
・
禅
教
・
聖
道
浄
土
の
激
し
い
対
立
は
、
無
住
に
と
っ
て
は

我
執
・
偏
執
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
最
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
巻
四
の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
無
言
上
人
事
」
は
、
ま
さ
に
我
執
に
捕

ら
わ
れ
た
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
自
ら
が
気
付
か
な
い
僧
侶
た
ち
の
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話
し
で
あ
る
が
、
偏
執
批
判
は
そ
れ
に
引
き
続
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
住
が
「
諸
宗
の
教
え
の
融
和
統
合
を
主
張
し
、
一
宗
に
偏
執
し
て
、
他
宗
を
誹

謗
す
る
こ
と
は
釈
尊
の
意
図
に
背
く
、
ひ
と
り
よ
が
り
、
思
い
上
が
り
の
態
度
で

あ
る33

）

」
と
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
宗
の

融
和
統
合
を
説
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
通
仏
教
的
な
理
論
に
頼
る
ほ
か
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
一
代
の
教
門
、
詮
ず
る
所
、
戒
・
定
・
慧
の

三
学
に
過
ぎ
ず34

）

。」
あ
る
い
は
、「
凡
そ
仏
法
の
大
意
は
、
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
、

自
浄
其
意
、
是
諸
仏
教
と
云
ひ
て
、
諸
仏
の
通
戒
な
り
。
諸
悪
莫
作
は
戒
、
衆
善

奉
行
は
定
、
自
浄
其
意
は
慧
な
り
。
さ
れ
ば
戒
と
雖
も
三
学
を
含
め
り35

）

。」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
や
七
仏
通
誡

が
そ
の
拠
り
所
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
都
て
万
行
一
門
な
り
。
心
を
得
て
行
へ
ば
、

何
も
隔
て
無
し
」
と
述
べ
、
ど
の
教
え
を
学
ぼ
う
と
も
、
到
達
す
る
と
こ
ろ
は
同

じ
で
あ
る
故
「
是
非
偏
執
有
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
主
張
を
く
り
返
し
説
き
示
し

て
い
る
の
で
あ
る36

）

。

た
だ
し
「
律
宗
の
教
え
と
修
行
が
、
仏
法
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い37

）

」
と
い
う
の
が
無
住
自
身
の
考
え
で
あ
っ
た
と
大
隈
和
雄

氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
諸
宗
に
共
通
す
る
仏
教
の
基
本
で
あ
る
戒
律
す

ら
遵
守
で
き
な
い
僧
侶
が
、
ま
さ
に
横
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
無
住

の
目
の
当
た
り
に
し
た
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
で
あ
っ
た
点
も
否
め
な
い
。
と
く

に
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
妻
子
を
持
つ
こ
と
が
当
時
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
こ
と

が
、
巻
第
四
ノ
二
「
上
人
の
妻
に
後
れ
た
る
事
」、
同
三
「
上
人
子
持
ち
た
る
事
」

な
ど
の
条
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
無
言
上
人
事
」
で
戒
律
が
基
本
と
説
き

な
が
ら
妻
子
を
有
す
る
破
戒
の
僧
侶
が
後
を
絶
た
な
い
現
状
を
ど
う
受
け
止
め
整

合
性
を
図
る
の
か
、
無
住
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
巻

四
で
は
妻
子
を
設
け
る
こ
と
の
功
罪
を
示
す
事
例
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
同
四
に
「
婦
人
、
臨
終
を
障
へ
た
る
事
」
と
し
て
往
生
の
失
敗
談
を
あ

げ
、「
妻
子
並
み
居
、
悲
し
み
泣
き
慕
ふ
を
見
れ
ば
、
下
根
の
機
、
争
か
障
り
と

な
ら
ざ
る
べ
き
、
実
に
出
離
を
志
さ
ん
人
は
菩
提
の
山
に
入
る
道
の
ほ
だ
し
を
捨

て
、
煩
悩
の
海
を
渡
る
舟
の
と
も
づ
な
を
切
る
べ
き
な
り38

）

。」
と
結
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
に
続
い
て
す
で
に
引
用
し
た
同
五
「
臨
終
に
執
心
を
畏
る
べ
き
事
」、

同
六
「
入
水
し
た
る
上
人
の
事
」
を
配
置
し
、
そ
の
あ
と
同
七
「
道
に
入
り
て
は

執
着
を
棄
つ
べ
き
事
」
と
し
て
、『
一
言
芳
談
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
春
乗
房

の
言
葉
「
秦
太
瓶
一
つ
な
り
と
も
、
執
心
と
ど
ま
ら
ん
物
は
棄
つ
べ
し
と
こ
そ
、

心
得
て
侍
れ
」
か
ら
、
執
着
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
、
無
住
が
好
ん
で
用
い
て
い

る
光
明
皇
后
の
御
筆
で
内
裏
の
屛
風
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
「
清
貧
は
常
に
楽
、

濁
福
は
常
に
憂
ふ
」
と
い
う
、「
清
貧
の
思
想
」
を
強
調
し
つ
つ
締
め
く
く
ら
れ

て
い
る39

）

。

た
だ
し
同
八
で
は
話
題
を
一
転
さ
せ
「
上
人
を
女
看
病
し
た
る
事
」
と
し
て
、

年
老
い
て
中
風
と
な
り
弟
子
た
ち
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
山
寺
の
別
当

が
、
実
の
娘
の
手
厚
い
看
病
に
よ
っ
て
「
心
安
く
」
往
生
を
遂
げ
た
話40

）

、
同
九

「
上
人
、
妻
せ
よ
と
人
に
勧
め
た
る
事
」
と
し
て
、
同
じ
く
中
風
と
な
っ
た
上
人

が
、
道
行
く
出
家
者
を
見
つ
け
て
は
「
妻
せ
よ
」
と
説
法
し
た
話41

）

、
さ
ら
に
同
十

「
上
人
の
、
妻
に
殺
さ
れ
た
る
事
」
と
し
て
、
老
後
の
用
心
に
と
妻
帯
し
た
老
僧

が
妻
に
殺
さ
れ
か
け
た
話
し
を
載
せ
、
僧
侶
と
し
て
妻
帯
す
る
こ
と
に
つ
い
て

「
能
く
能
く
斟
酌
す
べ
き
事
に
や
。」
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
同
十

四
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一
「
遁
世
人
の
風
情
を
学
ぶ
べ
き
事
」、
同
十
二
「
道
人
の
戒
め
の
事
」
と
し
て

名
利
へ
の
執
着
と
捨
て
た
遁
世
者
を
理
想
と
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
巻
四
を
閉

じ
て
い
る
の
で
あ
る42

）

。

以
上
は
十
二
帖
本
で
の
構
成
で
あ
る
が
、
巻
第
四
に
つ
い
て
米
沢
本
・
梵
舜

本
・
神
宮
文
庫
本
で
の
条
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る43

）

。

米
沢
本
巻
第
四

梵
舜
本
巻
第
四

神
宮
文
庫
本
巻
第
四

①
無
言
上
人
の
事

①
無
言
上
人
事

①
無
言
上
人
事

②
上
人
の
妻
に
後
れ
た
る

事

②
上
人
妻
ニ
後
タ
ル
事

③
聖
の
子
持
て
る
事

③
上
人
子
持
タ
ル
事

③
上
人
子
持
事

④
婦
人
、
臨
終
を
障
へ
た

る
事

⑧
上
人
ノ
看
病
シ
タ
ル
事

⑧
上
人
之
女
父
看
病
事

⑤
臨
終
に
執
心
を
畏
る
べ

き
事

⑥
入
水
し
た
る
上
人
の
事

⑨
上
人
ノ
妻
セ
ヨ
ト
人
ニ

勧
タ
ル
事

④
妻
臨
終
障
之
事

⑤
首
縊
上
人
之
事

⑦
道
に
入
り
て
は
執
着
を

棄
つ
べ
き

④
婦
人
ノ
臨
終
ノ
障
タ
ル

事

⑥
入
水
上
人
事

⑧
上
人
を
女
看
病
し
た
る

事

上
人
ノ
妻
ニ
コ
ロ
サ
レ

ム
ト
シ
タ
ル
事

⑦
道
心
可
捨
執
着
事
（

含
む
）

⑨
上
人
、
妻
せ
よ
と
人
に

勧
め
た
る
事

⑤
臨
終
ニ
執
心
ヲ
ソ
ル
ベ

キ
事

上
人
の
、
妻
に
殺
さ
れ

た
る
事

⑥
入
水
シ
タ
ル
上
人
事

遁
世
人
の
風
情
を
学
ぶ

べ
き
事

⑦
道
心
タ
ラ
ム
人
執
心
ノ

ゾ
ク
ベ
キ
事
（

含
む
）

道
人
の
戒
め
の
事

三
本
と
も
「
無
言
上
人
事
」
は
同
じ
で
あ
る
が
、
以
下
米
沢
本
で
は
僧
侶
の
妻

帯
に
関
す
る
条
（
②
・
③
・
④
・
⑧
・
⑨
・

）
と
臨
終
の
妄
念
に
関
す
る
条

（
⑤
・
⑥
・
⑦
）
が
混
在
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
梵
舜
本
で
は
そ

れ
が
整
理
さ
れ
て
お
り
（
③
⑧
⑨
④

に
続
い
て
⑤
⑥
を
配
置
）、
ま
た
神
宮
文

庫
本
は
米
沢
本
・
梵
舜
本
に
共
通
す
る
⑨
を
欠
い
て
い
る
が
、
梵
舜
本
の
構
成
を

踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
と
く
に
臨
終
に
執
心
を
断
つ
べ
き
で
あ
る
と
す

る
内
容
（
⑤
・
⑥
・
⑦
）
が
梵
舜
本
・
神
宮
文
庫
本
で
は
巻
の
後
半
に
ま
と
め
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
米
沢
本
に
み
ら
れ
た
混
在
感
が
払
拭
さ
れ
た
構
成
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
巻
四
全
体
と
し
て
は
一
宗
へ
偏
執
す
る
こ
と

へ
の
批
判
、
お
よ
び
臨
終
の
妄
執
へ
の
批
判
と
い
う
よ
う
に
「
執
心
・
執
着
」
に

警
戒
す
る
こ
と
を
述
べ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

五
、『
沙
石
集
』
の
構
造
と
無
住
の
思
想

『
沙
石
集
』
全
体
を
通
じ
て
発
心
・
往
生
に
関
す
る
特
徴
的
な
説
話
が
収
録
さ

れ
て
い
る
巻
第
四
・
第
十
を
中
心
に
そ
の
構
成
と
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
に
『
沙
石
集
』
の
現
存
諸
本
は
い
ろ
い
ろ
な
系
統
に
分
類
さ
れ
、

特
に
巻
六
以
降
の
説
話
配
列
に
お
い
て
異
同
が
著
し
い
が
、
本
論
で
引
用
し
た
条

（
巻
第
十
の
十
「
妄
執
に
依
り
て
魔
道
に
落
つ
る
人
の
事
」・
巻
第
十
の
一
「
浄

土
房
遁
世
の
事
」・
巻
四
の
五
「
臨
終
に
執
心
畏
る
べ
き
事
」・
巻
四
の
六
「
入
水

し
た
る
上
人
の
事
」）
は
、
古
本
系
の
十
巻
十
二
帖
本
と
十
巻
十
帖
本
お
よ
び
流

布
本
系
す
べ
て
の
本
に
共
通
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
文
自
体
の
加
筆

修
正
は
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
条
自
体
に
は
大
幅
な
変
更
や
削
除
が
な
さ
れ

四
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な
か
っ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
沙
石
集
』
編
纂
当
初
か
ら
無
住

晩
年
に
至
る
ま
で
、
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
無
住
の
思
想
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
ら
の
条
で
は
臨

終
正
念
が
重
視
さ
れ
「
臨
終
目
出
度
く
」
終
わ
る
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら
妄
念
・

執
心
を
振
り
払
う
こ
と
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
意

味
で
、
巻
第
四
で
展
開
し
た
偏
執
批
判
を
中
心
と
す
る
往
生
関
連
説
話
を
さ
ら
に

増
補
し
て
巻
第
十
を
構
成
し
、
臨
終
の
あ
る
べ
き
姿
、
理
想
と
す
べ
き
遁
世
の
あ

り
よ
う
を
説
き
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
「
臨
終
知
り
難
き
も
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
往
生
は
並
大
抵

の
こ
と
で
は
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
も
ま
た
無
住
の
実
感
で
あ
っ
た

と
い
え
、
そ
の
た
め
に
は
日
ご
ろ
か
ら
名
利
へ
の
執
着
を
断
ち
切
り
、
臨
終
に
備

え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
第
四
の
六
の
「
入
水
上
人
」
を
「
頚
く

く
り
上
人
に
は
似
ず
に
こ
そ
。
能
く
能
く
慣
ら
し
て
、
往
生
し
け
る
、
賢
く
こ
そ

覚
ゆ
れ
。」
と
評
価
し
て
お
り
、
ま
た
巻
第
十
本
ノ
九
に
「
聖
衆
来
迎
の
儀
式
、

臨
終
の
作
法
な
ん
ど
、
年
久
し
く
馴
ら
し
て
、
思
ひ
の
如
く
、
臨
終
せ
し
時
も
、

来
迎
の
儀
に
て
、
終
り
め
で
た
か
り
け
る
。
是
を
迎
講
の
始
め
と
云
へ
り44

）

。」
と

し
て
丹
後
国
で
始
め
ら
れ
た
「
迎
講
の
事
」
を
収
録
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

「
能
く
馴
ら
す
べ
き
は
、
臨
終
正
念
の
大
事
な
り
。」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
く
ら
宿
善
を
開
発
し
、
善
知
識

に
出
会
い
、
心
を
改
め
た
と
し
て
も
、
十
悪
五
逆
の
罪
人
が
往
生
を
遂
げ
る
の
は

極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
無
住
の
考
え
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
無
住
は
、
仏
法
の
道
理
を
弁
え
、
平
生
か
ら
心
を
鍛
錬
し
て

（
能
く
能
く
慣
ら
し
て
）
臨
終
を
迎
え
て
い
っ
た
「
終
り
め
で
た
か
り
け
る
」

人
々
の
事
例
を
揚
げ
つ
つ
『
沙
石
集
』
全
体
閉
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
無
住
の
思
想
は
鎌
倉
時
代
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
に
お
け

る
浄
土
教
の
発
展
は
、
恵
心
僧
都
源
信
の
『
往
生
要
集
』
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
の
特
色
は
四
種
三
昧
の
う
ち
常
行
三
昧
の
実
践
と
し
て

比
叡
山
に
定
着
し
て
い
っ
た
念
仏
思
想
が
、
所
依
の
浄
土
経
典
に
説
か
れ
て
い
る

よ
う
に
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
で
も
往
生
で
き
る
と
い
う
思
想
を
広
め
て
い
っ
た
こ

と
、「
臨
終
正
念
、
勝
百
年
業
」
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
臨
終
の
正
念
が
重

視
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
に
あ
る
と
言
え
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
た
と
え
ば
『
三
宝
絵
』
巻
下
「
比
叡
不
断
念
仏
」
に
も
、
念
仏
が
身
・

口
・
意
三
業
の
罪
障
消
滅
の
た
め
の
実
践
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
「
一
度
ソ
ノ
名

ヲ
唱
レ
バ
、
音
ヲ
ア
グ
ル
ホ
ド
ニ
八
十
億
劫
ノ
生
死
ノ
罪
ヲ
ケ
シ
、
忽
ニ
ソ
ノ
国

ニ
ム
マ
ル
レ
バ
、
臂
ヲ
ノ
ブ
ル
ア
ヒ
ダ
ニ
十
万
億
ノ
サ
カ
ヒ
ヲ
コ
エ
ヌ
。」
と

『
観
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
の
所
説
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
五
逆
ノ
オ
モ

キ
罪
オ
モ
、
タ
ノ
メ
バ
、
即
生
レ
ヌ45

）

。」
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。『
往
生
要

集
』
撰
述
当
初
か
ら
主
要
浄
土
経
典
の
滅
罪
思
想
は
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
序
に
お
い
て
『
瑞
応
伝
』
を
引
用
し
、
牛
を
屠
り

鶏
を
販
ぐ
者
の
往
生
を
明
記
し
た
慶
滋
保
胤
を
中
心
と
す
る
二
十
五
三
昧
会
結
衆

の
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う46

）

。
ま
た
『
大
日
本
国
法
華
経
験

記
』
巻
中
に
は
「
牛
鳥
の
死
骸
の
肉
」
を
食
物
と
し
な
が
ら
、
沐
浴
し
て
『
法
華

経
』
を
誦
し
念
仏
の
う
ち
に
見
事
往
生
を
遂
げ
た
浄
尊
法
師
の
事
例47

）

な
ど
、
い
わ

ゆ
る
破
戒
者
の
往
生
譚
が
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
時
代
終
わ
り
に
は

「
弥
陀
の
誓
ひ
ぞ
頼
も
し
き
、
十
悪
五
逆
の
人
な
れ
ど
、
一
度
御
名
を
称
ふ
れ
ば
、
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来
迎
引
接
疑
は
ず48

）

」
と
今
様
に
も
詠
ま
れ
、
ま
た
「
心
極
テ
猛
ク
シ
テ
、
殺
生
ヲ

以
業
ス
。
日
夜
朝
暮
ニ
、
山
野
ニ
行
テ
鹿
・
鳥
ヲ
狩
リ
、
河
海
ニ
臨
テ
魚
ヲ
捕
ル
。

亦
、
人
ノ
頚
ヲ
切
リ
、
足
手
ヲ
不
折
ヌ
日
ハ
少
ク
ゾ
有
ケ
ル49

）

。」
と
い
う
有
様
の

讃
岐
国
多
度
郡
の
源
大
夫
が
、
法
会
の
講
師
の
教
え
を
受
け
一
念
発
起
し
て
出
家

し
、
見
事
往
生
の
証
を
得
た
と
い
う
「
悪
か
ら
善
へ
の
回
転
を
物
語
化
し
た
屈
指

の
傑
作50

）

」
を
生
む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
教
の
戒
律
、
特
に
殺
生
戒
に

背
き
、
十
悪
五
逆
を
犯
す
破
戒
の
人
間
を
「
悪
人
・
罪
人
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
平
安
末
期
の
貴
族
社
会
で
は
す
で

に
常
識
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
「
心
を
改

め
て
、
十
念
を
も
唱
へ
、
宿
善
開
発
し
て
、
誠
の
往
生
も
あ
る
べ
し
。」
と
説
く

無
住
の
思
想
は
、
こ
の
時
代
の
思
潮
と
な
ん
ら
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
臨
終
正
念
を
妨
げ
る
も

の
と
し
て
最
も
憂
慮
さ
れ
て
い
た
の
が
こ
の
世
で
の
名
利
へ
の
執
着
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
平
安
時
代
末
期
の
各
種
往
生
伝
や
『
発
心
集
』
や
『
撰
集
抄
』
な
ど
を
始

め
、
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
発
心
・
往
生
譚
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
妄
念
妄
心
・
名
聞
我
執
」
が
あ
れ
ば
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
く
、「
真
実
の
信
心
」
を
起
こ
す
べ
き
こ
と
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
無
住
の

思
想
は
、
そ
の
意
味
で
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う51

）

。
こ
れ
ら
二
点
を
踏
ま
え
て
注
意
し
た
い
の
は
、
本
論
で

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
往
生
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
の
が
無
住
の
実
感
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
の
た
め
に
は
日
ご
ろ
か
ら
名
利
へ

の
執
着
を
断
ち
切
り
、
臨
終
の
正
念
成
就
に
備
え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
と
、
そ
れ
が
「
目
出
度
き
往
生
」
を
迎
え
る
と
い
う
無
住
の
理
想
を
か
な
え

る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
住
は
ま
さ
に
「
臨
終
目
出
度
き
事
」
を

切
望
し
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
臨
終
正
念
を
重
視
す
る
無
住
の
立
場
は
、
た
と
え
ば
「
臨
終
正
念
ナ

ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
来
迎
シ
タ
マ
フ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
来
迎
シ
タ
マ
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
臨
終
正

念
ナ
リ
ト
イ
フ
義
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ52

）

。」
と
明
言
す
る
法
然
な
ど
と
ま
っ
た
く
異
な

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
法
然
の
説
法
を
間
近
で
聴
聞
し
て

い
た
信
者
で
さ
え
、
無
住
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
臨
終
際
の
有
様
は
気
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
法
然
は
「
往
生
浄
土
用
心
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

や
ま
ひ
も
せ
で
し
に
候
人
も
、
う
る
は
し
く
お
は
る
時
に
は
、
断
末
魔
の
く

る
し
み
と
て
、
八
万
の
塵
労
門
よ
り
、

量
の
や
ま
ひ
身
を
せ
め
候
事
、
百

千
の
ほ
こ
・
つ
る
ぎ
に
て
、
身
を
き
り
さ
く
が
ご
と
し
。（
中
略
）
こ
れ
は

人
間
の
八
苦
の
う
ち
の
死
苦
に
て
候
へ
ば
、
本
願
信
じ
て
往
生
ね
が
ひ
候
は

ん
行
者
も
、
こ
の
苦
は
の
が
れ
ず
し
て
、
悶
絶
し
候
と
も
、
い
き
の
た
え
ん

時
は
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
ち
か
ら
に
て
、
正
念
に
な
り
て
往
生
を
し
候
べ
し
。

臨
終
は
か
み
す
ぢ
き
る
が
ほ
ど
の
事
に
て
候
へ
ば
、
よ
そ
に
て
凡
夫
さ
だ
め

が
た
く
候
。
た
だ
仏
と
行
者
と
の
心
に
て
し
る
べ
く
候
也53

）

。

こ
の
よ
う
に
、
病
も
な
く
「
う
る
は
し
く
お
は
る
時
」、
つ
ま
り
目
出
度
き
臨

終
を
迎
え
る
時
で
あ
っ
て
も
断
末
魔
の
苦
痛
が
あ
り
、
た
と
え
悶
絶
し
て
死
ぬ
こ

と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に
息
の
絶
え
る
時
、
正
念
に
住
し
て
往
生
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
さ
ら
に
『
阿
弥
陀
経
』
の
記
述
を
引
用
し
て
、
阿
弥

陀
仏
の
来
迎
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
顚
倒
す
る
こ
と
な
く
往
生

で
き
る
と
い
う
論
拠
を
明
示
し
て
い
る
が
、
臨
終
の
有
様
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
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て
、
必
ず
し
も
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
人
の
死
の
縁
は
、
か
ね
て
お
も
ふ
に
も
か
な
ひ
候
は
ず
、
に
は
か
に

お
ほ
ぢ
・
み
ち
に
て
お
は
る
事
も
候
。
ま
た
大
小
便
利
の
と
こ
ろ
に
て
す
ぬ

る
人
も
候
。
前
業
の
が
れ
が
た
く
て
、
た
ち
か
た
な
に
て
い
の
ち
を
う
し
な

ひ
、
火
に
や
け
、
水
に
お
ぼ
れ
て
、
い
の
ち
を
ほ
ろ
ぼ
す
た
ぐ
ひ
お
ほ
く
候

へ
ば
、
さ
よ
う
に
て
し
に
候
と
も
、
日
ご
ろ
の
念
仏
申
て
極
楽
へ
ま
い
る
心

だ
に
も
候
人
な
ら
ば
、
い
き
の
た
え
ん
時
に
、
阿
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
、
き

た
り
む
か
へ
給
べ
し
と
信
じ
お
ぼ
し
め
す
べ
き
に
て
候
也54

）

。

こ
の
よ
う
に
、
往
生
し
た
か
ど
う
か
を
臨
終
時
の
有
様
（
善
し
悪
し
）
で
判
断

し
よ
う
と
し
、「
目
出
た
き
臨
終
」
を
迎
え
よ
う
と
す
る
無
住
の
立
場
と
は
ま
っ

た
く
異
な
り
、
願
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
が
人
の
臨
終
で
あ
る
点
を
ま
ず
押
さ
え

つ
つ
、
た
と
え
臨
終
は
悪
し
く
と
も
往
生
は
可
能
と
い
う
の
が
法
然
の
立
場
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
臨
終
時
に
正
念
が
獲
得
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
往
生
の
善

し
悪
し
が
議
論
さ
れ
て
い
る
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
法
然
の
考

え
を
見
る
な
ら
ば
、
臨
終
の
善
し
悪
し
に
関
係
な
く
往
生
は
可
能
と
い
う
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
た
と
え
悶
絶
し
て
死
ん
で
も
平
生
の
念
仏
で
弥
陀
は
来
迎
し
往
生
は

で
き
る
と
い
う
立
場
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
、
無
住
を
始
め
と
す
る
顕

密
の
僧
侶
の
立
場
と
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
法
然
や
親
鸞
は
弥
陀
の
本
願
力
に
す
べ
て
任
せ
き
ろ
う
と
い
う
考
え
方

に
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
一
遍
に
到
っ
て
は
「
心
は
妄
心
な
れ
ば
虚
妄
な
り
。

た
の
む
べ
か
ら
ず55

）

」
と
し
て
妄
執
・
妄
念
を
離
れ
る
た
め
の
努
力
を
勧
め
る
無
住

と
は
対
照
的
な
立
場
を
貫
い
て
い
る
。「
凡
夫
の
こ
こ
ろ
に
は
決
定
な
し
。
決
定

は
名
号
な
り
。
し
か
れ
ば
決
定
往
生
の
信
た
ら
ず
と
も
、
口
に
ま
か
せ
て
称
せ
ば

往
生
す
べ
し56

）

。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
名
号
自
体
の
価
値
を
絶
対
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
弥
陀
の
本
願
へ
の
絶
対
的
な
信
が
ど
の
程
度
ま

で
人
々
に
理
解
さ
れ
浸
透
し
て
い
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
面
が
あ
る
。
一
遍
は

「
出
る
息
、
入
る
息
を
ま
た
ざ
る
故
に
、
当
体
の
一
念
を
臨
終
と
さ
だ
む
る
な
り
。

し
か
れ
ば
念
々
臨
終
な
り
。
念
々
往
生
な
り57

）

。」
と
述
べ
て
い
る
。
今
こ
の
一
瞬

を
臨
終
と
と
ら
え
念
仏
し
続
け
て
い
く
。
目
出
度
き
往
生
を
期
待
し
て
も
現
実
は

必
ず
し
も
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
往
生
を
め
ぐ
る
論
議
の
行
き
着
い
た

果
て
の
結
論
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

六
、
結
び
に
か
え
て

本
論
文
で
は
無
住
の
往
生
思
想
に
着
目
し
、
関
連
す
る
説
話
が
多
く
収
録
さ
れ

て
い
る
巻
四
な
ら
び
に
巻
十
（
流
布
本
系
の
巻
九
・
巻
十
）
に
つ
い
て
、『
沙
石

集
』
の
改
訂
過
程
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
を
加
え
て
き
た
。
冒
頭
に
引
用
し
た
神
宮

文
庫
本
巻
九
の
十
の
記
載
に
よ
っ
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
悪
人
の
往
生
に
つ
い
て

で
さ
え
、
具
体
的
に
は
十
悪
五
逆
の
罪
人
が
穏
や
か
な
臨
終
を
迎
え
「
臨
終
好

し
」
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
往
生
の
証
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
無
住
自
身
、

往
生
の
得
否
は
臨
終
の
善
し
悪
し
で
決
定
す
る
と
考
え
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
指

摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
『
沙
石
集
』
の
末
部
に
は
「
穏
や
か
な
死
」
つ
ま
り
目
出

度
き
往
生
を
迎
え
た
人
々
の
事
例
を
書
き
連
ね
て
全
体
を
閉
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
臨
終
を
迎
え
る
（＝

往
生
す
る
）
た
め
に
は
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
要
件
を
満

た
し
て
い
な
い
悪
人
の
往
生
な
ど
、
無
住
は
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
で
は

四
八

『
沙
石
集
』
の
一
考
察
（
笹
田
教
彰
）



立
派
な
行
業
を
積
み
重
ね
て
き
た
僧
侶
で
さ
え
「
す
さ
ま
じ
げ
な
る
顔
ざ
し
」
で

死
ん
で
い
く
実
情
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
無
住
は
臨
終

時
の
妄
執
・
妄
念
が
そ
の
よ
う
な
死
を
迎
え
さ
せ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、

そ
の
妄
執
・
妄
念
は
巻
十
（
流
布
本
系
の
巻
九
）
の
十
「
某
の
宰
相
」
の
よ
う
に

「
心
の
内
ば
か
り
、
人
知
れ
ず
」
に
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
人
の

臨
終
は
知
り
難
き
物
」
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

従
っ
て
、
穏
や
か
な
死
（
目
出
度
き
往
生
）
を
迎
え
る
た
め
に
は
日
ご
ろ
か
ら

妄
執
・
妄
念
を
断
じ
て
お
く
努
力
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
無
住
の
仏
法
観
の

基
調
と
も
言
え
る
一
つ
の
宗
派
に
固
執
し
て
他
を
誹
謗
す
る
態
度
な
ど
、
最
も
誡

め
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
四
の
冒
頭
「
無
言
上
人
の
事
」
に
お
け

る
偏
執
批
判
の
主
張
が
、
臨
終
の
妄
執
と
関
連
し
て
い
く
こ
と
は
巻
四
に
収
録
さ

れ
て
い
る
説
話
内
容
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

執
着
を
離
れ
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
事
柄
は
、
臨
終
に
備
え
て
、
平
生
か
ら
十
二

分
に
心
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
四
の
「
入
水
し
た
る

上
人
の
事
」
や
、
巻
十
「
迎
講
の
事
」
は
、「
能
く
馴
ら
す
べ
き
は
、
臨
終
正
念

の
大
事
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
死
後
救
済
の
論
理
よ
り
も
、
き
わ
め
て
不
定
な
臨
終
を
い
か
に

目
出
度
く
終
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
無
住
は
ま
さ
に
現
実
の
問
題
を
見
据
え

続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）小
島
孝
之
氏
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
52
『
沙
石
集
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
）
五
六
四
頁
。

２
）平
雅
行
氏
『
親
鸞
と
そ
の
時
代
』（
法
蔵
館

二
〇
〇
一
年
）
尚
、『
沙
石
集
』
の

中
で
無
住
が
悪
人
と
し
て
考
え
て
い
た
の
は
、
十
悪
五
逆
と
い
っ
た
仏
教
の
戒
律

を
破
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
の
用
例
か
ら
窺
え
る
。
ま
た
『
平
家

物
語
』
巻
十
「
戒
文
」
に
登
場
す
る
平
重
衡
の
よ
う
に
、
物
語
や
説
話
で
語
ら
れ

る
悪
人
と
は
こ
の
よ
う
な
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
物

語
や
説
話
が
読
み
手
や
聞
き
手
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
悪
人

の
理
解
の
さ
れ
方
が
鎌
倉
の
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

３
）「
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
わ
す
御
消
息
」（『
日
本
思
想
大
系
』
10
『
法
然
・
一
遍
』

岩
波
書
店

一
九
七
一
年
一
六
九
頁
。）
尚
、
法
然
の
戒
律
観
に
つ
い
て
は
、
今

井
雅
晴
氏
『
鎌
倉
新
仏
教
の
研
究
』
第
一
章
「
法
然
の
戒
観
と
浄
土
宗
の
展
開
」

（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
一
年
）
参
照
。

４
）大
隅
和
雄
氏
『
中
世

歴
史
と
文
学
の
あ
い
だ
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
三

年
）、
安
田
孝
子
氏
『
説
話
文
学
の
研
究

撰
集
抄
・
唐
物
語
・
沙
石
集
』（
和
泉

書
院

一
九
九
七
年
）、
小
島
孝
之
氏
『
中
世
説
話
集
の
形
成
』（
若
草
書
房
、
一

九
九
九
年
）、
片
岡
了
氏
『
沙
石
集
の
構
造
』（
法
蔵
館

二
〇
〇
一
年
）
な

ど
。

５
）大
隈
和
雄
氏
『
信
心
の
世
界
、
遁
世
者
の
心
｜
日
本
の
中
世
２
』（
中
央
公
論
新

社

二
〇
〇
二
年
）

６
）同
前
書
四
七
頁
〜
四
八
頁
。

７
）・

８
）前
掲
注

１
）同
書
二
十
頁
。

９
）大
隈
和
雄
氏
前
掲
注

４
）同
書
、
一
二
六
頁
。

10
）神
宮
文
庫
所
蔵
『
沙
石
集
』
巻
第
四
末
（
二
十
七
丁
ウ
）

11
）渡
辺
綱
也
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
85
『
沙
石
集
』（
岩
波
書
店

一
九

六
六
年
）
解
説
参
照
。

12
）・

13
）前
掲
注

１
）同
書
、
解
説
参
照
。

14
）大
隈
和
雄
氏
前
掲
注

５
）同
書
、
一
○
○
頁
。

15
）神
宮
文
庫
所
蔵
『
沙
石
集
』
巻
第
九
（
十
四
丁
オ
）

16
）・

17
）前
掲
注

１
）同
書
五
六
二
頁
〜
五
六
三
頁
。

18
）・

19
）同
前
書
五
六
四
頁
〜
五
六
六
頁
。

20
）同
前
書
五
一
三
頁
〜
五
一
四
頁
。

四
九

文
学
部
論
集

第
九
十
三
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）



21
）同
前
書
五
一
五
頁
〜
五
一
七
頁
。

22
）同
前
書
五
一
八
頁
〜
五
二
二
頁
。

23
）同
前
書
五
二
三
頁
。

24
）同
前
書
五
二
八
頁
。

25
）同
前
書
五
三
八
頁
。

26
）同
前
書
五
二
二
頁
。

27
）同
前
書
五
五
九
頁
。

28
）同
前
書
五
七
三
頁
。
無
住
の
思
想
に
つ
い
て
小
島
孝
之
氏
は
、
巻
第
十
末
ノ
十
二

中
に
「
凡
そ
世
間
出
世
の
、
格
を
越
え
て
格
に
当
た
る
に
、
当
た
ら
ず
と
云
ふ
事

な
し
。」（
五
九
一
頁
。）
に
着
目
さ
れ
、
特
に
巻
六
以
降
に
つ
い
て
「
無
住
の
意

図
と
し
て
は
、
最
終
的
に
は
「
格
を
超
え
て
格
に
当
る
」
と
い
う
禅
の
考
え
方
を

称
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
注

１
）同

書
、
解
説
参
照
）。
無
住
の
思
想
を
検
討
す
る
上
で
本
条
は
重
要
で
あ
る
が
、
私

は
や
は
り
『
沙
石
集
』
全
編
を
通
じ
て
、
様
々
な
思
想
を
引
用
し
な
が
ら
獲
得
さ

れ
て
い
る
無
住
の
根
本
の
思
想
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な

お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

29
）た
だ
し
、
神
宮
文
庫
本
の
巻
九
に
は
落
丁
が
見
ら
れ
、「
浄
土
房
遁
世
事
」
の
冒

頭
部
分
の
記
述
が
欠
落
し
て
い
る
。

30
）前
掲
注

１
）同
書
一
九
五
頁
〜
一
九
七
頁
。

31
）同
前
書
一
九
七
頁
〜
一
九
八
頁
。

32
）大
隈
和
雄
氏
前
掲
注

５
）同
書
、
二
三
五
頁
。

33
）同
前
書
二
四
〇
頁
。

34
）前
掲
注

１
）同
書
一
七
九
頁
。

35
）同
前
書
一
八
二
頁
。

36
）同
前
書
一
八
七
頁
。

37
）大
隈
和
雄
氏
前
掲
注

５
）同
書
、
二
三
七
頁
。

38
）前
掲
注

１
）同
書
一
九
五
頁
。

39
）同
前
書
二
〇
四
頁
。

40
）同
前
書
二
〇
四
頁
〜
二
〇
六
頁
。

41
）同
前
書
二
〇
六
頁
〜
二
〇
七
頁
。

42
）同
前
書
二
〇
七
頁
〜
二
〇
九
頁
。

43
）た
だ
し
、
②
は
梵
瞬
本
の
み
な
し
。
⑨
は
米
沢
本
・
梵
瞬
本
の
み
あ
り
。
神
宮
文

庫
本
の
⑤
の
内
容
は
「
臨
終
ニ
執
心
ヲ
ソ
ル
ベ
キ
事
」
と
同
じ
。
ま
た
本
稿
で
引

用
し
て
い
る
巻
十
の
「
浄
土
房
遁
世
事
」「
妄
執
に
よ
り
て
魔
道
に
落
た
る
事
」

「
臨
終
目
出
き
人
々
の
事
」
は
米
沢
本
・
梵
舜
本
・
神
宮
文
庫
本
い
ず
れ
に
も
収

録
さ
れ
て
お
り
、
大
幅
な
改
訂
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

44
）前
掲
注

１
）同
書
五
五
九
〜
五
六
一
頁
。

45
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
31
『
三
宝
絵

注
好
選
』（
岩
波
書
店

一
九
九
七

年
）
二
〇
七
頁
。

46
）『
日
本
思
想
体
系
』
７
『
往
生
伝

法
華
験
記
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
年
）

十
一
頁
。

47
）同
前
書
一
四
二
頁
〜
一
四
四
頁
。

48
）『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
73
『
和
漢
朗
詠
集

梁
塵
秘
抄
』（
岩
波
書
店

一
九

六
五
年
）
三
八
六
頁
。

49
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
36
『
今
昔
物
語
集
』
四
（
岩
波
書
店

一
九
九
七

年
）
巻
第
十
九
第
十
四
話
、
一
五
三
ペ
ー
ジ
〜
一
五
九
頁
。

50
）同
前
書
一
〇
〇
頁
。

51
）拙
稿
「「
厭
離
穢
土
」
考
｜
摂
関
期
浄
土
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
伊
藤
唯
真
編

『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
開
』
法
蔵
館

二
〇
〇
二
年
）、「
平
安
後
期
浄
土
教
の

一
考
察
」（
佛
教
大
学
『
文
学
部
論
集
』
第
88
号

二
〇
〇
四
年
）、「
平
安
浄
土

教
の
一
考
察
｜
発
菩
提
心
を
め
ぐ
っ
て
」（
高
橋
弘
次
先
生
古
希
記
念
論
文
集

『
浄
土
学
仏
教
学
論
叢
』
山
喜
房
佛
書
林

二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

52
）『
西
方
指
南
抄
』
所
収

53
）『
日
本
思
想
体
系
』
10
『
法
然

一
遍
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
年
）
二
二
一

頁
。

54
）同
前
書
二
二
二
頁
。

55
）同
前
書
三
二
九
頁
。

56
）同
前
書
三
二
八
頁
。

57
）同
前
書
三
三
四
頁
。

さ
さ
だ

き
ょ
う
し
ょ
う

文
学
部
教
授
）

二
〇
〇
八
年
十
月
十
四
日
受
理

五
〇

『
沙
石
集
』
の
一
考
察
（
笹
田
教
彰
）




