
宗

乘

小

見

前

田

聽

瑞

i

宗
乘
は
そ
の
宗
に
屬
す
る
も
の
に
と
つ
て
は
、
'そ
の
ま
玉

一
つ
の
修
練
で
あ
り
㍉
自
信
歡
人
信
の
切
實
な
營
み
で
あ
る
。
從

つ
て
宗

乘

の
淆
長
は
、
そ
の
宗
門
の
實
態
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
常

に
大
き
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。

顧
れ
ば
九
歳
の
と
き
、
叔
父
の
諦
譽
聽
典
上
入
に
見
出
さ
れ
て
佛
門
に
入
り
、
清
き
吉
水
の
流
を
汲
ん
で
茲
に
五
十
有
餘
年
、
そ
の

間
先
師
提
纐
の
志
に
そ
む
き
、
曉
月
朝
風
に
情
塵
を
洗
は
す
、
春
風
秋
雨
心
を
恣
に
し
て
、
急
い
で
日
夜
に
佛
法
を
樂
ま
す
、
進
ん
で

廣

く
淨
土
の
門
を
開
く
こ
と
を
喜
ば
す
、
月
流
れ
年
逝
い
て
、

い
つ
し
か
還
暦
も
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
か
と
思
う
と
、
無
慚
無
愧
、
全
く

夢

の
よ
う
で
、
感
慨
も
ま
た

一
段
と
深
い
も
の
が
あ
る
。
い
ま
人
生
の
夕
暮
に
佇
ん
で
、
は
し
な
く
も
淨
土
宗
乘

の
こ
と
を
想
う
と
、

「
往
ぎ
易
く
し
て
人
な
し
」
と
か
、
悲
し
く
も
淋
し
く
、
わ
び
入
り
た
い
よ
う
な
涙
ぐ
ま
し
さ
を
覺
え
る
の
で
あ
る
。

「
文
化

八
年
は
、
宗
組
圓
光
大
師
六
百
回

の
御
忌
な
り
、

こ
の
前
後
よ
り
念
佛
の
弘
通
い
よ
ー

盛
ん
に
な
り
て
、
勝
尾
の
山
寺

宗

乘

小

見

(
前

田
聽
瑞

)

二
三



東

洋

學

論

叢

二
四

に
月
參
す
る
も

の
、
五
畿
七
道
に
わ
た
り
て
、
凡
そ
二
十
二
三
國
ば
か
り
な
り
き
。
L

と
い
う

一
節
が

『
徳
本
行
者
傳
』
の
中

に
あ
る
が
、
讀
ん
で
い
る
と
何
ん
だ
か
百
四
十
年

の
隔
た
り
を
と
び
こ
え
て
、
言
い
し
れ
ぬ

悦
び
を
じ
か
に
身
に
受
け
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
ざ
つ
と
百
年
、
宗
租
七
百
年

の
遠
忌
を
迎
え
た
明
治
末
期
前
後
の
淨
土
宗
は
活
氣
洋
盗
、
宗
風
顯
揚

の
氣
慨
は
そ
の
教
學

の
上
に
も
躍
如
た
る
も
の
が
あ
つ
た

こ
と
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
妙
に
忘
れ
ら
れ
す
に
あ
る
。

古
い
と
之
ろ
は
よ
く
は
解
ら
な
い
が
、

こ
の
事
に
關
連
し
て
今
に
想
起
さ
れ
感
謝
さ
れ
る
の
は
、
儒
者
徹
定
、
道
心
行
誡
と
並
稱
さ

れ

た
二
高
僭

の
動
き
で
あ
ら
う
。
明
治
の
初
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
こ
の
二
人
が
相
俟
つ
て
、
淨
土
歡
學

の
た
め
に
或
は
礎
業
を
た
て
、

或

は
刺
戟
を
與
え
、
以
て
そ
の
進
む
べ
き
方
向
を
指
し
た
功
勳
は
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

學
者

で
あ
℃
、
歡
育
家
で
あ
り
、
そ
し
て
詩
人
で
あ
り
、
書
家
で
あ
り
、
論
客
で
あ
り
、
經
營

の
才
と
指
導

の
能
と
を
も
つ
養
鷓
徹

定

の
よ
う
な
高
僭

こ
そ
、
當
時
の
淨
血
宗
は
も
と
よ
り
總
本
山
知
恩
院

の
た
め
に
も
無
く
て
は
な
ら
な
い
入
材
で
あ
つ
た
。

こ
の
徹
定

上

人
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
の
に
較
べ
て
、
幅
田
行
誠
上
人
が
宗
の
内
外
を
問
は
す
餘

り
に
も
有
名
で
あ
る

の
は
妙
な
封
照
で
あ
る
。
門
人
河
瀬
秀
治

の
書
い
た

「
行
誠
上
人
略
傳
」
が
よ
く
讀
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
思

え
ば
そ
の
筆
致
は
實

に
簡
勁
で
、
輕
妙
で
、

一
字
の
無
駄
も

一
句
の
弛
綾
も
な
い
非
常

に
磨
き
の
か

玉
つ
た
名
文
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
全
集
刊
行
の
支
配

力
も
大
き
く
、

一
面
ま
た
明
治

の
歌
人
と
し
て

一
異
彩
を
放

つ
た

こ
と
な
ど
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

福
田
行
誠

の
學
は
、
は
や
く
葛
城

の
慈
雲
尊
者

の
學
風
に
據
り
、
そ
の
淨
土
宗
學
は
專
ら
四
休
庵
貞
極
上
人
の
解
行
に
學
び
、
學
識

う

わ

わ

も

高
遠
、
隆
然
た
る
徳
望
は

一
代
を
風
靡
し
、
そ
の
落

々
と
し
て
逍
遙
自
在
な
風
格
を
、
人
呼
ん
で
羅
漢
行
誠
と
稱

し
た
と
い
ふ
。
解
行

相

應
じ
、
輻
慧
共
に
高
く
、
明
治
佛
教
史
上
の
第

一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
茲
に
贅
す
る
ま
で
も
な
い
。
京
都
大
雲
院
の
北
條
的
門
も
ま



た
同
時
代

の
す
ぐ
れ
た
學
匠
で
、
淨
土
宗
學
に
は
特
色
あ
る
手
腕
を
揮
つ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
も
中
期

に
は
入
る
と
、
俄
然
護
教
興
學
の
機
蓮
が
動
き
は
じ
め
、
篤
學
逹
識
の
學
徒
は
濟

々
と
し
て
桃
李

そ
の
芳
を
競
い
合

つ

た
。
就
中
神
谷
大
周
、
黒
田
眞
洞
、
勤
息
義
城
、
大
鹿
愍
成
の
諸
師
は
自
ら
そ
の
群
を
拔
き
、
各
ζ

一
方
の
雄
鎭

と
し
て
學
壇
に
飛
躍

し
た
。
神
谷
大
周
は
篤
學
宏
辯

の
士
で
、
布
教
家
と
し
て
は
確

に

一
頭
地
を
拔
き
、
ま
た
そ
の
著

「
結
縁
五
重
筌
蹄
」
は
行
誠
上
人
の

読

を
承
け
て
、
傳
法
上
の
論
諍
に
再
び
火
を
つ
け
た
も

の
で
、
た
め
に
學
界
は
意
外

の
活
氣
を
添
え
た
。

「
吉
水

の
よ
し
や
濁
る
も
く
み
か
.へ
て
昔

に
か

へ
せ
し
つ
く
ば
か
り
も
」
と
行
誡
上
人
が
そ
の
將
來
を
期
待
し
た
黒
田
眞
洞
は
、
天

性
ま
た
頴
敏
活
達
、
な
か
ー

の
雄
才
で
、
學
も
深
く
、
門
下
も
多
く
、
歡
學
の
振
興
發
展
の
上
に
多
大
の
功
績

を
殘
し
た
俊
傑
で
、

確

に
こ
の
時
代
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
著
書
に
乏
し
い
の
は
聊
か
淋
し
い
が
、
そ
の
著

「
佛
陀
の
光
」
は
遠
く
米
國
の
宗
教
界
で
好

評
を
博
し
,IU
O
勤
息
義
城
は
天
台
學
と
宗
學
に
く
わ
し
く
、
そ
の
著

「
傳
語
金
鍮
論
」
は
行
誠
、
大
周
の
読
に
眞
向
か
ら
楯
突
い
た
も

の
で
、
そ
の
篤
學
護
法
の
情
熱
は
晤

女
の
中
に

一
宗
の
尊
敬
を

一
身

に
集
め
た
。
大
鹿
愍
成
は
唯
識
學
を
專
攻
し

て
學
博
く
、
更
に
宗

學

に
通
じ
、
晩
年
師
の
机
邊
を
離
れ
な
か
つ
た
篤
學

の
士
は
多
か
つ
た
。

明
治
の
末
か
ら
大
正
に
さ
し
か

玉
る
と
、
桑
門
秀
我
、
土
川
善
澂
、
林
彦
明
、
望
月
信
亨
、
荻
原
雲
來
、
渡
邊
海
旭
等

の
學
匠
が
色

と
り
ぐ

綾

女
と
學
界
に
登
場
し
來

つ
た
こ
と
は
、
單
に
淨
土
宗

の
光
榮
ば
か
り
で
は
な
か
つ
た
。

「
法
然
上
人
全
集
」
と
か

「淨
土

宗
全
書
」
と
い
う
よ
う
な
全
集
物
に
い
ち
早
く
着
眼
し
、
立
派
に
こ
れ
を
出
版
し
完
成
し
た
當
時
の
淨
土
宗
の
人
た
ち
は
、
實
に
え
ら

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更

に
ま
た
荻
原
雲
來
、
渡
邊
海
旭
の
俊
英
を
遠
く
ド
イ
ツ
に
逡
り
、
兩
師
ま
た
刻
苦
精
勵
、
數
年
に
亘
つ
て

そ

の
大
材
偉
器
を
玉
成
し
、
や
が
て
隆

女
た
る
聲
譽
を
荷
う
た
兩
師
の
錦
歸
を
迎
え
た
の
も
、
當
時
の
淨
土
宗
で
あ
つ
た
。
布
歡
傳
道

も
ま
た
當
時
の
天
才
に
よ
つ
て
、
始
め
て
確
實
に
そ
の
基
礎
を
据
え
た
と
い
つ
て
よ
い
。
名
篇

「読
歡
惟
中
策
」

を
書
い
て
敢
然
布
教

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

二
五
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熱

を
あ
ふ
つ
た
岸
上
恢
嶺
は
實
に
斯
界
の
薪
機
運
を
開
拓
し
た
第

一
人
者
で
、
極
筆
賛
嘆
を
惜
し
む
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
か
ら

「
青

民
遺
書
」
で
今
に
そ
の
教
化
熱
を
想
わ
し
む
る
原
青
民
、
後
年
光
明
會
を
率
い
た
山
崎
辨
榮
、
中
嶋
觀
誘
、
大
門

了
康
、
岩
井
智
海
、

郁

芳
隨
圓
な
ど
も
亦

こ
の
期
に
お
け
る
布
教
界
の
異
彩
で
あ
つ
た
。
更
に
有
爲
の
布
教
師
を
海
外
に
派
遣
駐
在
せ
し
め
た
の
も
、
亦
當

時

の
淨
土
宗
で
あ
つ
た

こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

か
く
駿

女
乎
と
し
て
盛
り
上
つ
て
行

つ
た
光
彩
あ
る
、
時
の
淨
土
宗
管
長
、
知
恩
院
門
主
の
猊
座
に
あ
つ
た
の
が
、

一
代
の
高
僭
山

下
現
有
で
、
時
す
で
に
齒
徳
正
に
高
く
、
世
の
敬
重
も
い
よ
ー

加
は
つ
た
明
治
四
十
三
年
、
わ
が
宗
門
は
總
本
山
知
恩
院
に
於
い
て

宗

組
七
百
年

の
大
遠
忌
を
迎
え
た
も
の
で
、
そ
の
堂

女
た
る
盛
儀
、
全
國
か
ら
馳
せ
參
じ
た
お
び
た

貸
し
い
老
若
男
女
の
人
波
、
そ
の

洋

々
た
る
念
佛

の
聲
、
華
頂
山
頭
に
ど
よ
め
き
渡
つ
た
そ
の
法
悗
境
は
、
今
も
目
に
見
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
。
恰
か
も
そ
の
頃
、
後

・

句

年

の
大
碩
學
、
椎
尾
辨
匡
氏
は
銑
に
圓
熟
し
て
學
界
に
強
い
反
響
を
呼
び
、
や

乂
年
少
の
秀
才
、
矢
吹
慶
輝
氏
が
そ
の
勞
作

「
阿
彌
陀

佛

の
研
究
」
を
世
に
問
う
た
の
も
、
ま
た
こ
の
頃
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

時
光
流
轉
、
人
去
り
時
移

つ
て
茲
に
四
十
年
、
そ
の
宗
門
は
近
く
十
年
に
し
て
宗
組
七
百
五
十
年
の
大
遠
忌
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

牟
世
紀
に

一
度

の
御
遠
忌
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
に
わ
が
宀示
門
に
寄
せ
る
内
外
の
注
靦
と
期
待
も
甚
だ
大
き
い

こ
と
は
當
然
覺
悟
せ

ね
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
、で
、
最
近
わ
が
淨
土
教
學
の
不
振
と
低
調
ぶ
り
が
、
眞
面
目
な
青
年
暦
の
心
を
曇
ら
せ
て
い
る
と
、
よ
く
噂
さ
れ
る
。

こ
れ

は
事
が
事
だ
け
に
聞
き
捨
て
に
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
憂
心
沖

々
た
る
嘆
ぎ
が
、
宗
門
に
光
を
見
出
そ
う
と
眞

劍

に
願
つ
て
い
る
人
た
ち
の
間
に
多
い
と
い
う
現
象
は
、
ま
た
そ
こ
に
明
る
い
面
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
見
方
に
よ
つ
て
は

却

つ
て
力
強
い
、
興
味
の
深
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。



好
か
れ
惡
し
か
れ
、
私
た
ち
は
宗
門
を
よ
く
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
宗
門
を
も
つ
と
探

つ
て
見
れ
ば
、
そ

こ
に
は
愛
宗
護
法
の

高

い
心
が
在
在
處
處
、
惶

々
と
し
て
生
動
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
得
な
い
大
き
な
事
實
だ
と
思
ふ
。

一
方
に
は
孜

々
と
し
て
宗
學
と

取
り
組
ん
で
い
る
老
墜
匠
が
あ
る
か
と
思

へ
ば
、

一
方
に
は
梵
語
の
研
究
な
ど
で
身
を
け
つ

つ
て
い
る
老
友
も
至
極
健
在
で
あ
る
。
そ

の
他
佛
大
、
正
大
の
研
究
室
で
は
堅
忍
不
拔
な
壯
年
教
授
に
よ
つ
て
精
透
博
洽
な
宗
學
、
佛
歡
學
の
研
究
が
静
か
に
、
し
か
も
着

女
と

成

就
さ
れ
つ
玉
あ
る
。
む
ろ
ん
學
者
の
仕
事
は
地
味
で
あ
る
。
十
年
前
に
世
に
出
た
佛
歡
專
門
學
校
編
の

「淨
土
宗
辭
典
」
に
し
て
も
、

正
大
教
授
藤
本
了
泰
君
編
の

「゚淨

土
宗
大
年
表
」
の
如
き
も
、
實
に
拮
据
幾
年
、
静
か
な
研
究
室
で
の
編
集
事
業

で
、
そ
の
成
果
は
そ

の
ま

玉
絶
大
な
宗
門
的
事
業
で
あ
る
ご
它
を
想
ぴ
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
深
く
探

つ
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
入
目
を
惹
か
な
い
宗
學
の
研

究

が
東
西
の
學
徒
の
間
に
非
常
な
勢
ひ
で
起

つ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
前
途
明
朗
、
宗
光
増
輝
、
眞
に
人
意
を
強
う
す
る
に
足
る
も

凸

の
が
あ
る
。
か

玉
る
淨
土
歡
學

の
輝
か
し
い
歩

み
は
、
や
が
て
次
の
牛
世
紀
を
光
に
導
く
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
近
く
嚴
修
さ
れ
よ
う
と

＼

す

る
宗
祀
七
百
五
十
年
忌
を
大
き
く
意
義
づ
け
る
で
あ
ら
う
。

一
概
に
過
去
を
黄
金
時
代
の
よ
う
に
考

へ
、
今
日
を
衰
微
時
代
と
見
る
よ
う
な
ご
と
は
、
私
は
取
ら
な
い
。
東
天

一
た
び
白
め
ば
、

日

の
昇
る
の
は
案
外
早
い
も
の
で
あ
る
。
「
老
い
ぬ
と
て
な
ど
か
わ
が
身
を
せ
め
ぎ
け
ん
、
老

い
す
ば
今
日
.に
あ
わ
ま
し
も
の
を
」
。
近

い
内
に
は
日
本
に
も
淨

土
宗
に
も
よ
い
ご
と
が
澤
山
あ
り
そ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
還
暦
を
過
ぎ
た

}
介
の
老

い
の
身
に
も
、
ど
こ

か
何
か
脈
動
す
る
毛
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
來
る
。
古
語
に

「
縁
に
遇
え
ば
廻
心
向
大
'す
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今
回
の
厚
意
あ
る

頌

壽
の
機
縁
は
、
入
生
む
し
ろ
功
な
き
を
躰
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
縁
は
縁

と
し
て
悦
ん
で
、
廻
心

一
番
、
同
行

の
立
場
に
お
い
て
、

宗
乘
の
こ
と
を
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
う
。
、

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

二
七



東

洋

學

論

叢

二
八

二

往
時
を
逍
想
す
る
と
、
宗
乘
と
い
う
言
葉
は
學
園
の
若
い
人
た
ち
に
は
と
か
く
不
評
判
で
、
魅
力
が
な
か
つ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
過
去
の
言
葉
の
暗
さ
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
や
が
て
宗
乘
が
淨
土
宗
學
と
な
り
、
淨
土
學
と
移
つ
て
行

つ
た

の
も
や
は
り
時
代
の

波

で
、
あ
な
が
ち
惡
い
事

で
は
な
い
が
、
何
だ
か
ス
ケ
ー
ル
が
狹
ま
つ
た
感
じ
を
受
け
る
。
自
信
と
歡
人
信
、
自
行
と
化
他
、
元
來

こ

う
し
た
大
き
な
幅
を
も
ち
、
そ
の
役
割
を
荷
負
う
宗
乘
と
い
う
言
葉
の
重
み
は
、
ま
た
格
別
で
、
大
い
に
推
賞

に
堪
え
る
も
の
が
あ
る

の
で
あ
る
。
.

今
日
で
は
宗
乘
と
い
う
言
葉
も
い
よ
ー

時
代
後
れ
に
な
つ
て
解
読

が
要
る
ま
で
に
な

つ
て
來
た
。
私
は
キ
リ

ス
ト
歡
に
お
け
る
紳

學

の
型
を
お
も
し
ろ
く
思
つ
て
、
宗
乘
を
思
ぴ
淨
べ
る
ご
と
に
よ
く
あ
て
は
め
て
見
る
こ
と
が
あ
る
。

紳
學
は
キ
リ

ス
ト
教
的
信
仰
の
立
場

に
立
つ
て
、
そ
の
宗
歡
の
眞
理
性
を
明
確
に
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
時
に
は
外
部
の

非
難
に
封
し
て
そ
の
眞
理
の
辯
護
に
起
つ
こ
と
も
あ
る
。
從

つ
て
そ
こ
に
は
あ
る
特
定
の
絶
樹
者
や
そ
の
信
奉
す

べ
き
聖
典
、
そ
の
見

方
、
昧
い
方
ま
で
が
豫
め
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
與

え
ら
れ
た
限
り
に
お
い
て
、

一
方
で
は
そ
の
理
解
と
信
仰
を
深
め
、

一
方
で
は
そ
の
歡
を
宣
布
す
べ
き
使
命
を
藏
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
そ
の
性
向
は
獨
斷
的
で
あ
る
。
そ
の
點
、

そ
の
學
問
的
在
り
方

な
ど
、
わ
れ
等
の
宗
乘
と
そ
の
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

宗
乘
、
そ
の
言
葉
の
重
み
。
そ
う
い
う
宗
と
い
い
、
乘

と
は

一
體
ど
ん
な
も
の
か
。
ま
つ
宗
と
い
ふ
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

『
和
語
燈
録
』
卷
四
、

「
十
二
問
答
」
の
申
に
、
宗
組
の
御
言
葉
と
し
て
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
が
書
い
て
あ
つ
た
。



「
宗
の
名
を
た
つ
る
こ
と
は
佛

の
諡
に
あ
ら
す
。
み
つ
か
ら
心
ざ
す
と
こ
ろ
の
經
教
に
つ
き
て
、
そ
の
教
ゆ

る
義
を

悟
り
究
め
て
、

宗

の
名
を
ば
判
す
る
こ
と
な
り
。」

し
て
見
る
と
、
そ
の
宗
と
い
う
の
は
主
義
、
主
張
、
立
場
或
は
信
念
と
で
も
解
す
べ
き
で
、
從

つ
て
獨
斷
的
た

ら
ざ
る
を
得
な
い
結

果
に
な
る
。
そ
の
點
、
宗
と
し
て
の
自
信
は
却

つ
て
彊
く
深
い
も
の
が
あ
る
。

「勅
修
傳
」
第
五
の
中
に
、
同
じ
宗
組
が
ま
た

こ
ん
な

意

味
の
こ
と
を
述

べ
て
い
ら
れ
る
。

「
凡
そ

一
宗

の
習
ぴ
、

一
代
聖
教
に
お
き
て
淺
深
を
判
す

る
、
常
の
こ
と
な
り
。
し
か
れ
ば

一
切
經
は
同
じ
く
釋
迦

一
佛

の
所
読

な
れ
ど
も
、
宗

女
の
所
學
に
從

い
て
淺
深
勝
劣
不
同
な
れ
ば
、
い
つ
れ
の
宗
の

一
切
經
と
い
ふ
べ
し
。
天
台
宗

の

一
切
經
あ
り
、
華

嚴
宗
の

一
切
經
あ
り
。」

物
は
考
え
方
、
見
方
で
あ
る
。
十
入
十
色
、
白
色
に
は
白
光
が
あ
り
、
赤
色
に
は
赤
光
が
あ
る
。

一
切
經
は
い
つ
れ
も
佛
の
読
で
あ

る
に
し
て
も
、
斷
ら
そ
の
心
ざ
す
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
人

女
各
別
、
そ
の
取
捨
選
擇
も
變

つ
て
◎
る
で
あ
ら
う
。

一
方
で
傳
歡
大
師
が

法
華

一
乘
主
義
に
よ
つ
て
天
台
宗
を
開
く
か
と
思
え
ば
、

一
方
で
は
弘
法
大
師
が
眞
言
宗
を
立
て
x
法
身
大
日
の
密
歡
を
つ
か
み
出
し

て

い
る
。
法
然
上
人
に
な
る
と
時
機
を
叩
い
て
淨
土
宗
を
立
て
、
同
じ
法
華
經
を
讀
ん
で
も
日
蓮
聖
人
は
大
先
輩
傳
歡
に
同
調
せ
す
し

て
別
に
日
蓮
宗
を
創
め
て
い
る
。

一
水
四
見
、
同
じ
谷
川
の
流
で
も
魚

に
は
・佳
家
で
あ
り
、
入
に
は
清
冽
な
思
い
を
湧
せ
る
で
あ
ら
う
。

一
切
經
も
ま
た
見
方
考

え
方
で
,
そ
れ
ぐ

の
色
が
つ
き
、
そ
れ
で
こ
そ
新
し
い
生
命
も
ふ
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
見
方
、

考

え
方
が

一
つ
の
宗
で
あ
る
か
ち
、
そ
の
宗
、
そ
の
宗
の

一
切
經
が
成
り
立
つ
譯
で
、

「
天
台
宗
の

一
切
經
あ
り
、
華
・嚴
宗
の

一
切
經

あ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
傳
歡
な
き
と
こ
ろ
に
天
台
宗
は
な
く
、
法
然
な
き
と
こ
ろ
に
淨
土
宀示
は
な
い
の
で

あ
る
。
從

つ
て
そ
の
宗
、
そ
の
宗
派
に
お
い
て
は
、
そ
の
宗
組
な
り
開
組
の
地
位
が
果
然
飛
躍
し
て
直
ち
に
大
恩
教
主
釋
尊
の
そ
れ
に

宗

乘

小

見

(前
田
聽
瑞
)

二
九



東

洋

學
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叢

、

三
〇

ま

で
高
め
ら
れ
る
の
は
別

に
不
思
議
な
ご
と
で
は
な
い
。

「
わ
が
大
師
釋
奪
は
法
然
上
人
な
り
」

(勅
修
傳
卷
四
+
六
)
と
述
懐
し
た
鎭

西

上
人
の
言
葉
は
味
ぴ
が
深
い
。

宗
の
こ
と
は
こ
れ
位
に
し
て
、
そ
の
宗
乘
の

「
乘
」
と
い
う
の
は

一
體
ど
ん
な
意
味
な
の
か
。
そ
れ
は
乘
り
物

の
こ
と
で
、
,
そ
の
力

と
働
き
と
は
読
明
を
要
す
ま
い
。

つ
ま
り

一
切
衆
生
を
滿
載
し
て
、
ひ
と
し
く
解
脱
の
彼
岸
に
運
ん
で
ゆ
く
教
法
に
譬

え
た
佛
歡
獨
自

の
用
語
で
あ
る
。

從

つ
て

「
念
佛
と
は
昔
法
藏
菩
薩
大
悲
誓
願

の
筏
、

今
彌
陀
覺
王
廣
度
衆
生

の
船
な
り
」
(末
代
念
佛
授
手
印
)
と
か
、

「
名
號
本
願

の
船

に
の
り
て
、
彌
陀
如
來
を
般
師
と
し
、
釋
迦
發
遣
の
順
風
に
ほ
を
あ
げ
て
」

(勅
修
傳
卷
四
+
四
、
隆
寛
律
師
の
詞
)
な

ど゚
と
表
現
す
る
習
い
も
、
あ
な
が
ち
わ
が
宗
に
限

つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
佛
教
で

一
乘
と
い
い
、

一
佛
乘
と
い
つ
て
い
る

「
乘
」
の
意

味
が
元
來
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

一
乘
や

一
佛
乘
の

コ

L
は
、
或
は
唯

一
無
二
の

「
一
」

と
見
た
り
、
或
は
非

一
無
數
、

一

切

の
意
味
に
と
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
兩
者
を
互
に
關
係
さ
せ
、
む
し
ろ
相
帥
し
た
意
味
に
お
い
て
理
解
し
た
方
が
全
體
を
貫

い

た
解
釋
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
も
角
、
こ
う
し
た

一
乘
佛
教
を
歴
史
の
流
れ
に
お
い
て
捉
え
て
み
る
と
、
傳
教
大
師
は
法
華

一
乘
、
弘

法
大
師
は
金
剛

一
乘
、
法
然
上
人
は
南
無
阿
彌
陀
佛
の

一
乘
、
更
に
親
鸞
聖
入
は
本
願
圓
頓

一
乘
、
日
蓮
上
人
は
本
門

一
乘
、
以
上
各

女
そ
の
立
場
に
よ

つ
て
違
う
が
、

一
乘
と
い
う
點
で
は
皆
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

三

以
上
を
前
置
き
と
し
て
、
當
面
の
淨
土
宗
乘

の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

『
西
宗
要
』
第
二
の
中
に

'



「
淨
土
宗
の

一
乘
は

一
向
專
修
の
南
無
阿
彌
陀
佛
の

一
乘
な
り
。」

と
あ
る
が
、
そ
の
表
現
の
巧
み
さ
、、
そ
の
言
葉
の
強
さ
。
宗
乘
す
る
も
の
は
、
ま
つ

こ
の
言
葉
の
光
を
捉

え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。

「
阿
彌
陀
佛
と
い
ふ
よ
り
外
は
津
の
國
の
、
な
に
は
の
こ
と
も
あ
し
か
り
ぬ
べ
し
。」

宗
組
の
面
目
は
こ
の
御
歌
の
上
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
宗
祀
の
御
作
で
、
廣
略
開
合
の
關
係
に
あ
る

『
選
葎
集
』
と

『
一
枚
起
請

文

』
の
所
詮
は
も
と
よ
り
南
無
阿
彌
陀
佛
、
從

つ
て

『
安
心
請
決
略
抄
』
が

「
所
詮
當
流
の
相
傳
を
竪
に
談
じ
横

に
學
す
と
雖
も
、

一

枚
起
請
に
習

い
牧
む
る
、
こ
れ
を
故
實
と
な
す
」

と
い
つ
て
い
る
の
も
固
よ
り
當
然
で
あ
る
。
南
無
阿
彌
陀
佛
、

こ
れ
が
淨
土
宗
乘
の

絡
り
で
あ
り
始
め
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

壓
史
的
に
は
淨

土
宗
の
由
來
す
る
源
は
遠
く
、
深
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
中
里
介
山
氏
の
見
方
に
も
ま
た
棄

て
が
た
い
も
の
が
あ

る
。
そ
の
著

『
法
然
』

の
は
じ
め
に
、

「
唯

一
の
創
立
者
」
と
い
う

一
章
が
あ
つ
て
、
そ
の
中
に

「
法
然
の
宗
教
が
あ
つ
て
、
善
導
が
あ
り
、
五
祗
が
あ
り
、
三
部
經
が
訪
り
、
二
尊
が
あ
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
こ
れ
等
を
組
述

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
等
を
自
分
の
宗
歡

の
註
釋
と
し
て
用
ひ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
に
ふ
と
氣
が
つ
い
て
見
る

と
、
法
然
と
い
ふ
人
と
、
宗
歡
と
い
ふ
も
の
玉
本
質
に
近
く
な
つ
て
來
る
。」

と
あ
る
。
法
然
上
人
と
そ
の
宗
歡
を
こ
ん
な
風
に
見
究
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
た
し
か
に
有
釜
な
文
字
で
あ
つ
た
。
か
く
見
立
て
る
こ
と

は
、
や
が
て
法
[然
佛
教
の
讀
み
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

法
然
上
人
の
立
場
は

「
偏
依
善
導
」

で
あ
つ
た
。

そ
の
證
據
は
あ
ま
り
に
も
著
し
い
が
、

」
寸

『
和
語
燈
録
」
卷
三
を
披

い
て
も

「
い
か
に
め
で
た
き
人
と
申
す
と
も
、
善
導
和
倚
に
ま
さ
り
た
て
ま
つ
り
て
、
往
生
の
道
を
知
り
た
ら
ん
こ
と
も

あ
り
が
た
く
候
。
又

'

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

三
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三
二

善
導
は
、た
だ
の
凡
夫
に
は
あ
ら
す
。
印
ち
阿
彌
陀
佛
の
化
身
な
り
。
」
と
い
い
、
「
仰

い
で
本
地
を
討
ぬ
れ
ば
、
四

十
八
願
の
法
王
な
り
。

と
な
へ

だ
の
み

十
劫
正
覺

の
唱
、
念
佛
に
憑
あ
り
、
俯
し
て
垂
迹
を
訪

へ
ば
冖
專
修
念
佛

の
導
師
な
り
。
三
昧
正
受
の
語
、
往
生

に
疑
ひ
な
し
。
本
迹

異

り
と
雖
も
化
導

こ
れ

一
な
り
」
と
、
主
著

『
選
擇
集
』

の
上
に
も
そ
の
偏
依
善
導

の
彊
い
信
仰
告
白
を
聞
く
の
で
あ
る
。

.

　

し
か
し
、
法
然
上
人
を
宗
租
と
仰
ぐ
も
の
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
自
ら
ま
た

一
つ
の
見
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
法
然

上
人
が

「
父

の
遺
言
忘
れ
が
た
く
」
法
を
求
め
て
三
十
年
、
求
道
の
苦
い
試
練
を
か
さ
ね
、
嘆
き
と
寂
し
さ
の
果

て
に
、
ま
た
偶

々
披

い
た
善
導

の

『
觀
經
疏
」
i

「
一
心
專
念
彌
陀
名
號
、
行
佳
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
.念
念
不
捨
者
是
名
正
定
之
業
、

順
彼
佛
願
故
。」

こ
の
短

い

一
文
に
深
く
も
見
人
つ
た
途
端
、
上
人
は

ハ
ッ
と
驚
き
、
頭
が
自
然
と
下

つ
て
、
こ
の
善
導
和
膚
の
前

に
、
南
無
阿
彌
陀
佛

と
掌
を
合
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
ま
こ
と
に
こ
の
驚
き
こ
そ
は
、
そ
の
ま
ま
上
人
の
悟
り
で
あ
り
、
喜
ぶ
べ
き
興
法
開
宗

に
つ
な
が
る
機

縁

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
然
上
入
の
悟
り
病

そ
の
自
證

こ
そ
、
淨
土
宗
の
は
じ
ま
る
基
本

で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
淨
土
宗
、

淨

土
宗
乘
で
あ
る
限
り
で
は
、

「
偏
依
法
然
」
が
む
し
ろ
そ
の
本
筋
で
あ
り
、
常

に
法
然
上
人
が
依
處
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な

る
。

「
我
等
は
法
然
上
人
を
信
じ
奉
り
、
法
然
上
人
は
善
導
を
信
じ
奉
り
、
善
導
は
釋
迦
彌
陀
を
信
じ
奉
り
給
ふ
な
り
。」
(西
宗
要
第
四
)

こ
の
二
租
鎭
西
上
人
の
言
葉
に
は
實
に
名
歌
し
が
た
い
ほ
ど
の
心
の
深
さ
が
あ
る
。
こ
の
心
、

こ
の
心
構
え
こ
そ
淨
土
宗
乘
を
貫
く

大
精
神

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
.,

四

淨
土
宗
の
學
者
は
ま
つ
此
旨
を
知
る
べ
し
。
有
縁

の
人
の
た
め
に
は
、
身
命
財
を
捨
て
も
偏
に
淨
土
の
法
を
説
く
べ
し
。
自
ら
の



往
生

の
た
め
に
は
諸
の
囂
塵
を
離
れ
て
、
專
ら
念
佛
の
行
を
修
す
べ
し
。
此

の
二
事
の
外
、
全
く
他
の
營
み
な
し
。
(
+
六
門
記
)

こ
れ
は
宗
組
が
向
後

に
鱠
ら
れ
た
教
誨

で
あ
る
。
こ
の
實
行
を
誓
う
心
こ
そ
、
ま
た
わ
が
淨
土
宗
乘

の
道
を
自
得
せ
し
む
る
光
で
あ

ろ
う
。

わ
が
宗
乘
の
道
に
は
自
行
と
化
他
の
兩
面
が
あ
る
と
し
て
、
さ
て
然
ら
ば
何
を
ど
う
讀
み
、
ど
う
學
ぶ
べ
き
か
、
ま
つ
自
行
の
面
か

ら
手
探
り
を
始
め
よ
う
o

昔
か
ら
宗
乘
研
究
の
上
で
は
、
二
組
三
代
の
定
判
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
。
二
組
と
は
高
租
善
導
と
宗
詛
法
然
、

三
代
と
は
宗
組

と
二
組
鎭
西
と
三
詛
記
主
.
こ
れ
等
の
傳

女
列
租
の
教
読
が
印
ち
定
判
と
呼
ば
れ
る
與
え
ら
れ
た
型
で
あ
る
。
型

と
い
つ
て
も
、
そ
れ

は
何
等
か
の
意
味
に
お
け

る
師
弟
關
係
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
型
を
傳
統
と
い
い
、
傳
統
宗
乘
と
も
稱
す
る
。

か
玉
る
傳
統
を
便
り
に
、
宗
祀
の
求
め
た
も
の
を
求
め
、
高
祀
善
導

の
心
を
尋
ね
、
或
は
二
組
鎭
西
.の
聲
に
聞

き
、
三
祀
記
主
の
歡

に
探
つ
て
素
直
に
、
懸
命
に
修
業
す
れ
ば
解
行
も
自
ら
相
應
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
愈

々
宗
を
敬
い
、
釜

女
法
を
喜
び
、
や
が

て
は

一
寸
し
た
言
葉
の
端
に
も
そ
の
心
が
ら
人
が
ら
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
到
り
つ
い
た
境
地
は
自
ら
そ
の
人
を
莊
嚴
し
、

そ

の
人
獨

自
の
風
格
を
備
え
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
型

に
呑
ま
れ
、
型
に
捉
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
わ
れ
ー

が
型
に
つ
い
て
學

ぶ

べ
き
と
こ
ろ
は
、
問
題
の
解
き
方
で
あ
る
。
途
の
切
り
柘
き
方
で
あ
る
。

先
人
の
歡
読
に
於
て
、
そ
の
體
驗
を
内
面
的
に
生
か
し
、
肯
身

の
進
む
べ
き
方
向
を
發
見
す

る
に
あ
る
。
從

つ
て
型
に
入

つ
て
型
に

墮
し
て
は
、
そ
れ
は
た

貸
因
襲

に
す
ぎ
な
い
。
型
に
入

つ
て
型
を
忘
れ
、
し
か
も
出
入
自
在
、°
そ
の
禀
性
に
隨

つ
て
、
日
六
に
新
た
に
、

常

に
撥
刺
た
る
信
仰
を
深
め
、

一
箇
の
獨
立
せ
る
人
格
と
し
て
、
自
行
し
化
他
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
眞
の
宗
乘

の
道
で
は
あ
る
ま
い
か
。

宗

乘

小

見

(前
田
聽
瑞
)

三
三
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三
四

世

の
藝
道
に
も
や
は
り
か

N
る
型
が
あ
つ
た
と
思
う
。

「
す

こ
し
の
事
に
も
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
と

『
徒
然
草
」

に
興
深
く
書

い
て
あ
つ
た
と
思
う
が
、
こ
と
に
宗
乘
を
學

ぶ
も
の
に
は
、
先
徳

の
す

二
め
は
い
.か
に
も
あ
り
が
た
い
。

正
信
房
湛
室
の
詞
に

「稽
古
を
事
と
せ
す
、
小
學
の
單
修
を
こ
の
み
て
、
學
問
選
擇
集

に
は
す
ぐ
べ
か
ら
す
.。」
(勅
修
傳
第
四
+
三
)

顯
密
兼
學
の
學
匠
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
湛
室
に
許
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
湛
室
が
宗
組
に
師
事
し
て
專
修
念
佛
に
分

け
入

つ
た
心
底
を
知
る
に
は
、

こ
の
詞

に
ま
さ
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。

い
か
に
も

一
見
識
あ
る
、
敬
誦
す
べ
き
文
字
で
あ
る
。

徳
川
末
期
の
學
僭
、
學
信
和
爾
の
常
の
詞
に

「
一
大
藏
經
の
要
は
淨

土
三
部
經

に
歸
し
、
三
經
の
要
は
吉
水
繪
詞
傳
四
十
八
卷
に
歸
し
、
繪
詞
傳
の
要
は

一
枚
起
請
文
に
歸
し
、

起
請
文
の
要
は
六
字
名
號
に
歸
す
る
な
れ
ば
、
た
雪

一
向
に
念
佛
す
べ
し
。」
(學
信
和
徇
行
歌
記
)

.
と
あ
る
。
そ
の
道
の
達
者
の
言
葉
だ
け
に
、
お
ろ
そ
か
に
出
來
な
い
も
の
が
あ
る
。
何
を
ど
う
讀
み
、
ど
う
學
ぶ
べ
き
か
。
こ
の
和
佝

の
述
懐
は

「
淨
土
宗
學
入
門
」
の
よ
い
手
引
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
讀
む
べ
き
も

の
は
ま
つ

「
淨
土
三

さ
き

部
經
」
か
ら

「勅
修
傳
」
、
「
一
枚
起
請

文
」
あ
た
り
に
落
つ
き
そ
う
で
、
蔚
よ
そ
の
見
當
は
つ
い
た
と
い
つ
て
よ

い
。
そ
れ
か
ら
先
は

奥

の
千
本
、
數
限
り
も
な
い
が
、
今
の
學
信
和
爾
の
言
葉
の
端
に
も
、
大
藏
經

の
ご
と
が

一
寸
顏
を
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
わ

れ
君
を
待
つ
。
君
來
ら
ば
そ
れ
蘇
え
ら
ん
」
と

『
書
經
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
大
藏
經
の
よ
さ
は
ま
た
格
別
で
、
顏
を
そ
む
け
て
は
な

ら
な
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。



さ
て
、
宗
組
の
御
詞
に

「淨

土
の

一
門
に
入
ら
ん
と
思
は
ん
人
は
、

道
綽
善
導
の
釋
も
て
所
依
の
三
部
經
を
習

ふ
べ
き
な
り
。」
(和
語
燈
録

一
、
往
生
大
要

抄
)

と
あ
る
。
淨
土
三
部
經
は
わ
れ
等

の
所
依
で
あ
る
。
か
く
所
依
の
經
典
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
體
宀示
歡
的
な
こ
と
で
あ
る
。

持
經
は
聞
法
で
あ
り
、
聞
法
は
法
悗
を
呼
ぶ
。
ど
の
經
典
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
經
典
を
持
た
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

特

に

「
道
綽
善
導
の
釋
も
て
」
止
の
仰
せ
は
温
い
忠
言

で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
に
は
宗
の
道
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「勅
修
傳
」
に
つ
い
て
は
、
和
製

の
三
部
經
だ
と
ね
ぶ
み
し
た
古
徳
も
あ
つ
た
よ
う
に
、
そ
の
宗
典
と
し
て
の
池
位
も
高
く
、

ご
と

に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
る
點
で
は
、
恐
ら
く
宗
曲
ハ中

の
隨

一
で
あ
ろ
う
。
淨
土
宗
學
は
本
書
に
よ

つ
て
確
實
に
前
進
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

關

通
上
人
が

「御
傳
及
び
和
語
燈
録
は
常
に
く
り
か

へ
し
拜
誦
し
て
、

大
師
の
御
教
訓
を
、

心
に
き
と
領
納
す

べ
し
。
」
(關
通
和
樹
行

業
記
中
)
と
言
ρ
た
の
も
味
い
が
深
い
。
「
學
道
の
人
、
見
る
べ
く
ん
ば
語
録
等
を
見
る
べ
し
。」
(正
法
眼
藏
隨
聞
記
二
)-
と
道
元
禪
師
が

教

え
た
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
先
賢
古
徳
が
こ
ん
な
に
ま
で
語
録
を
注
意
し
、
そ
れ
に
思

い
を
潜

め
た
か
と
思
つ
た
。
行
き
得
た

人

の
常
の
詞
に
は
、
何
か
奕

々
と
し
て
逍

つ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

「
選
擇
集
」
と
い
え
ば
、
何
と
い
つ
て
も
淨
土
宗
の
奥
義
書
で
あ
る
。
.昔
か
ら

「
選
擇
集
」
を
喜
び
、
そ
の
韋
編
三
絶
の
人
た
ち
は

今
昔
に
亘
つ
て
極
め
て
數
多
い
。
入
門
書
と
し
て
は
難
解
で
あ
る
に
し
て
も
、
宗
典
と
し
て
の
重
み
が
私
た
ち
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な

い
。
正
信
房
湛
室
の
言
葉
も
、
ま
た
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
曰
く
、
「
學
問
、
選
擇
集
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
す
。
」
と
.。
私
も
ま
つ
護
む

べ
き
も
の
と
し
て

「
選
擇
集
」
を
と
り
た
い
。
し
か
し

一
歩
退
い
て

「廣
く
す
れ
ば
選
擇
集
.
縮
む
れ
ば

一
枚
起
請
な
り
」
(
一
枚
起
請

辨
述
)
と
い
う
義
山
上
人
の
見
方
に
照
し
出
せ
ば
、
今
の
學
信
和
尚
の
指
導

ぶ
り
に
も
、
ま
た
深
い
含
み
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

三
五
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「勅
修
傳
」
を
勸
め
た
學
信
和
徇
が

「
繪
詞
傳
の
要
は

一
枚
起
請
文
に
歸
し
、

一
枚
超
請
文
の
要
は
六
字
の
名
號
に
歸
す
る
な
れ
ば
、

た

f

一
向
に
念
佛
す
べ
し
」
と
結
ん
だ
こ
と
は
、
更
に
意
味
深
い
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

宗
典
は
た
貸
讀
む
だ
け
が
能

で
は
な
い
。
讀
み
方
が
淺
け
れ
ば
言
葉
の
祕
密
は
解
る
も
の
で
は
な
い
。
讀
ん
で
味
つ
て
、
道
心
を
か

き
立
て
、
入
聞
に
み
が
き
を
か
け
、
更
に
信
を
と
る
こ
と
を
念
と
し
た
い
。

殘
る
の
は
閲
藏
の
問
題
と
な
つ
た
よ
う
だ
が
、
例
に
よ
つ
て
行
誠
上
人
▼の
意
氣
は
物
す
ご
い
。
曰
く
、

「
一
度

大
藏
經
を
通
讀
せ
ざ

る
者
は
、
坊
主
仲
間
に
は
這
入
ら
ぬ
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。」

(行
誠
上
人
全
集
、
學
問
の
用
心
)

か
か
る
激
勵
を
身
に
受
け
て
心
を
澄
ま
せ

る
と
、
さ
ま
ぐ

の
記
憶
が
淨
ん
で
く
る
。
さ
し
當
り
、
善
導
大
師
の

『
觀
經
疏

・
散
善
義
』

の

一
節
が
心
頭
を
掠
め
る
。

お
も

「
若
し
解
を
學
ば
ん
と
欲
わ
ば
凡
よ
り
聖
に
至
り
乃
至
佛
果
ま
で

一
切
礙
り
無
し
、
皆
學
ぶ
こ
と
を
得
よ
。
若
し
行
を
學
ば
ん
と

よ

欲
わ
ば
必
す
有
縁
の
法
に
籍
れ
。
少
し
く
功
勞
を
用
ふ
る
に
多
く
釜
を
得
。」

解
學
即
ち
研
究
の
面
で
は
、
秋
霜
烈
日
、
學
問
、
佛
道
の
き
び
し
さ
に
慄
然
と
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
佛
道

そ
の
も
の
玉
性
格

で

あ

ろ
う
。

こ
れ
と
は
蓮
に
行
學
の
面
で
は

「
必
す
有
縁

の
法
に
よ
れ
」
と
示
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
ま
た
想

ひ
見
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
。
解
と
行
と
の
二
つ
の
道
が
、
.今
更

の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

宗
租
の
御
詞
に

「
凡
そ
淨
土
の
學
人
、
ま
た
ま
さ
に
大
藏
經
を
學
ぶ
べ
し
。
し
か
る
所
以
は
、
此
經
三
輻
業
の
中
に
読
く
と

こ
ろ
の
諸
行
の
行
相
、

散
読
し
て
已
に
諸
經
の
中
に
在
り
。

諸
經
を
學
ば
す
し
て
何
を
以
て
か
之
を
知
ら
ん
。

矧
ん
や
ま
た
解
読
の
法
師
を
や
。
」
(漢
語
燈

録
八
、
逆
修
詭
法
)

こ
の
言
葉
は
特
に
法
を
読
く
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。



鎭
西
上
人
も
ま
た
解
學
を
求
め
る
心
が
彊
い
。

「
沙
門
某
甲
、
昔
聖
道
門
を
學
せ
し
の
時
、
聊
か
彼
の
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
の
義
を
脅
ひ
傳
え
、
今
淨
土
門

に
入
る
の
後
、
ま
た

此
の
選
擇
本
願
念
佛
往
生
の
義
を
相
承
す
。
二
師

の
相
傳
を
以
て
聖
教
の
諸
文
を
見
る
に
、
そ
の
義
更
に
以
て
教
文
に
違
わ
す
。
單

聖
道
門
の
人
、
單
淨

土
門
の
人
之
を
知
る
べ
か
ら
す
。
聖
道
淨
土
象
學
の
人
之
を
知
る
べ
し
。

こ
の
意
を
得
て
よ
り
、

一
切
の
大
乘

經
を
披
き
、

一
切
の
大
乘
論
を
見
る
に
隨
喜

の
涙
禁
じ
が
た
し
。」
(徹
選
選
集
上
)

,

「
單
聖
道
門
の
人
、
單
淨
土
門
の
人
は
之
を
知

る
べ
か
ら
す
、」
こ
の
言
葉
の
鏡

さ
、

そ
の
妙
味
。

こ
の
言
葉

一
つ
見
出
す
に
さ
え

上
人
は
そ
の
生
涯

の
大
牛
を
費
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。

閲
藏
も
大
切
で
あ
る
コ
研
究
も
も
と
よ
り
結
構

で
あ
る
。
だ
が

「
學
生
骨
に
な
り
て
、

念
佛
や
う
し
な
は
ん
す

ら
ん
」
(勅
修
傳
二
+

一
)
と
宗
祀
は
常

々
弟
子
た
ち
に
歡
え
ら
れ
た
ど
い
う
。
學
生
骨
、

今
日
の
言
葉
で
い
う
學
問
の
奴
隷
と
な
り
、
學
問
に
囚
わ
れ
て
は
、

却

つ
て
肝
心
の
念
佛
が
お
留
守
に
な
る
。
こ
れ
で
は
學
道
も
正
に
本
末
顛
倒
で
、
し
か
も
こ
れ
は
解
學

の
人
、
書
齋
の
入
が
案
外
落
ち

込

む
魔
事
で
あ
り
、
魔
處
で
あ
る
。
清
澤
滿
之
先
生
の

「
懴
悔
録
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
あ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

「
如
來
の
奴
隷
と
な
れ
、
そ
の
他
の
も
の
N
奴
隷
と
な
る
こ
と
な
か
れ
。
」

五

何
を
讀
む
べ
き
か
に
つ
い
て
段

女
語
つ
て
來
た
の
で
、
家
に
ど
う
讀
め
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
及
ば
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

經
典
と
か
宗
典
と
か
い
う
典
の
字
は
、
台
の
上
に
書
物
を
置
い
て
尊
び
崇
め
た
形
で
、
そ
こ
に
は
合
掌
三
禮
し

て
讀

ま

る
べ
き
も

の
と
い
う
心
が
あ
る
。
護
み

見
る
た
び
ご
と
に
、

「
無
上
甚
深
微
妙

の
法
は
百
千
萬
劫
に
も
遭
遇
す
る
こ
と
難
し
、
我
今
見
聞
し
受
持

宗

乘

小

見

(前
田
聽
瑞
)

三
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す

る
こ
と
を
得
た
り
、
願
は
く
は
如
來
の
眞
實
義
を
解

せ
ん
L
の
開
經
偈
を
誦
す
る
の
も
、
單
に
佛
教
者

の
た
し
な
み
ば
か
り
で
は
な

辱い
。

「卷
を
開
け
ば
釜
あ
り
。」
經
典
は
く
り
返
し
て
讀

め
ば
誦
む
た
び
毎
に
感
激
を
新
た
に
す

る
も
の
を
持

つ
て
い
る
。
古
く
し
て
、

し

か
も
永
遠
に
新
し
い
書
籍
で
あ
る
。
芭
蕉
は

「
一
字
の
師
恩
た
り
と
も
忘
る
x
こ
と
な
か
れ
」
と
門
人
を
誠
め
た
と
聞
く
が
、
ま
し

て
甚
深
微
妙

の
法
を
読
く
經
血
ハで
あ
る
。
ま
つ
押
し
戴
い
厂て
讀
む
べ
き
が
當
然
の
作
法
で
も
あ
り
、
ま
た
か

乂
る
び
た
む
き
な
敬
虔
さ

が
あ
つ
て
こ
そ
、
始
め
て
心
の
眼
も
開
け
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
る
程
、
今
日
で
は
經
典
も
宗
典
も
と
竜

に
難
解
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
と
か
く
讀
ま
れ
す
に
棚
上
げ
に
な

つ
て
い
る
こ
と
も
爭

も

カ

も

リ

リ

え
な

い
。

つ
ん
ど
く
は

一
種
の
怠
慢
で
あ
る
。
讀
み
習
え
ぱ
關
心
を
呼
び
、
讀

み
つ
貸
け
れ
ば
存
外
解

つ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
行
誡

上
人
が

「
と
に
か
く
甼
日
な
ぐ
さ
み
の
や
う
に
讀
書
す
べ
し
」
(遺
書
)
と
い
つ
た
の
は
、
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぐ
さ
み
と
は
、

低

い
遊
び
や
樂
し
み
の
こ
乏
で
は
な
い
。
な
ぐ
さ
み
は
遊
戯
と
相
通
う
も
の
が
あ
る
。
遊
戲

.
、

ス
ポ
ー
ツ
に
は
束
縛
も
な
く
、
利
害

の
心
が
加
わ
ら
な
い
。
自
由
で
あ
り
、
眞
劍

で
あ
り
、
無
念
蕪
想
で
あ
る
℃
そ
こ
に
は
も
は
や
苦
勞
と
い
う
感
じ
は
な
く
、

一
つ
の
三

昧
境
で
あ
る
。
深
い
、
落
ち
つ
い
た
心
境
で
あ
る
。

斯
う
し
た
學
道
三
昧
に
入
れ
ば
努
力
と
遊
戯
と
が

一
致
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
躍
進
が
あ
り
、
飛
躍
が
あ
り
、
何
事
を
以
て
も
奪
う

べ
か
ら
ざ
る
法
悗
が
あ
ろ
う
。

道
元
禪
師

が

「
學
道
勤
勞
し
て
、

他
事
を
忘
る
れ
ば
、

病
も
起
る
ま
じ
き
か
と
覺
ゆ
る
な
り
」
(
正
法
眼
藏
隨
聞
記
五
)
と
い
つ
た
の

は
當
然

の
言
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
佛
典
に
は
佛
典
の
讀
み
方
が
あ
る
。
や
は
り
行
誠
上
人
が
そ
れ
を
言

つ
て
い
る
。



「
特
に
佛
學
の
如
き
は
、
ま
つ
其
初
め
に
發
願
し
て
、
何
ん
で
も
佛
法
の
本
意
を
知
ら
ん
と
大
誓
願
を
起
し
て
、
而
し
て
後
之
を

讀
み
之
を
學
ぶ
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
到
底
之
を
解
し
得

る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。」
(行
誠
上
入
全
集
、
其
發
願
を
要
す
)

も
と

ー

「佛
學
は
信
じ
て
疑
は
ざ
惹
が
本

に
て
、
行
は
れ
ざ
る
も
行
ひ
た
し
と
思
ぴ
、
悟
ら
れ
ぬ
も
悟
り
た
し
と
願

ふ
を
學
者

の
志
と
す
。

名
目
な
ど
を
覺

へ
て
博
學
を
て
ら
ふ
は
佛
の
心
に
あ
ら
す
。
」
(
同
上
、
佛
書
の
讀
み
方
)

要
は
開
經
偈

の
精
神
を
活
か
せ
て
讀
め
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
始
め
て
佛

の
法
藏
に
.入
り
、
更
に
く
り
返
し
反
覆
し
て
讀

む

こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
如
來
の
眞
實
義
.が
胸
に
落
ち
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓋
し
行
誠
上
入
の
鞭
策
は
宗
教
者
に
と
つ
て
は
恐

ら

く
わ
か
り
切
つ
た
常
識
で
あ
ろ
う
。

そ
の
常
識
が
絶

え
す
論
議
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、

道
心
の
貧
困
さ
を
歎
く
強
い
心
理
が
あ
る
。

「
道
心
の
な
き
こ
と
と
病
ば
か
り
や
な
げ
き
に
て
候
」
(和
語
燈
録
卷
三
、
要
義
澗
答
)
と
、
宗
組
が
仰
つ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
學
道
者

は
た
ぐ
病
氣
だ
け
を
歎
き
悲
し
ん
で
は
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

う
つ
ろ

「
佛
論
阿
彌
陀
經
心
經
法
華
經
と
讀
み
誦
め
ど
、
心
の
室
虚
滿
し
か
ね
つ
も
。」

最
近
こ
ん
な
歌
を
ど
こ
か
で
見
た
が
、
ど
う
い
う

も

の
か
、
こ
う
し
た
心
の
室
白
を
經
驗
す
る
も
の
は
、
今
も
昔
も
變
り
は
な
い
。
左
記
は
宗
組
が
あ
る
學
道
者
に
應
答
さ
れ
た
も
の
玉

一
つ
で
あ
る
。

'

じ

も

セ

も

う

し

ね

い

「
人
な
み
ノ
＼

に
、
淨

土
の
法
門
を
き
き
、
念
佛

の
行
を
た
つ
と
も
、
信
心
い
ま
だ
お
こ
ら
ざ
ら
ん
人
は
、
た

貸
懇
ろ
に
心
を
か

り

じ

し

リ

カ

リ

し

も

つ

カ

も

り

つ

セ

セ

お

り

ち

し

け
て
常
に
思
惟
し
、
ま
た
三
寶

に
い
の
り
申
す
べ
き
な
り
」
(勅
修
傳
+
九
)

時
代

こ
そ
異
れ
、
昔

の
學
者
も
今

の
歌
人
も
、
そ
の
心
そ
の
惱
み
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
兩
者
は
共
に
同
じ

よ
う
な
求
め
て
充
さ

れ

な
い
光
の
飢
に
萠
し
て
い
る
か
と
耋

ら
れ
る
・

こ
う
し
た
都
い
求
道
菖

に
は
何
と
な
く
共
通
な
も
の
が
わ
れ
等

の
心
に
も
見
出

宗

乘

小

,見

(
前
田
聽
瑞
)
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さ
れ
て
、
特
別
の
親
し
み
と
な

つ
か
し
み
を
覺
え
さ
せ
る
。

「
た
貸
懇

ろ
に
心
に
か
け
て
常
に
思
惟

せ
よ
」
と
い
う
詞
は
、
確
に
求
道
者
に
封
す
る
何
よ
り
の
警
鐘

で
あ
ろ
う
。
孔
子
も

「學
び

て
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔
く
、,
思
ぴ
て
學
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
。
」
と
訓
え
て
い
る
ゆ

思
う
と
い
う
の
は
讀
ん
だ

こ
と
、

聞
い
た
こ
と
だ

け

を
思
い
返
え
し
て
は
反
芻
し
て
み
る
ぼ
か
り
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
れ
は
廣
く
天
地
自
然
の
聲
、
諸
法
實
相
の
調

べ
に
も
耳
を
澄
ま
せ
、

人
生
の
生
き
た
事
實
、
縁
起
の
相
に
も
思
い
を
運

ぶ
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
如
來
の
い
ま
す
須
彌
壇
を
三
市
す
る
の
思

い
で
、
讀
ん
だ
經
典
に
こ
も
る
大
悲
心
に
思
い
を
潜
め
る
も
よ
い
。
あ
の

『
甼
家
物
語
』
の
中
に
身
を
置

い
て
、
宗
祀
を
も
と
め
る
時

代

の
聲
を
味
わ
う
こ
と
も
、
亦
無
意
味
と
は
い
え
な
い
。
た

貸
懇
ろ
に
心
に
か
け
て
常
に
思
惟

一
番
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
近
く
て
意

味

の
深
い
最
勝
甚
深
の
法
門
は
ち
よ
つ
と
や
そ
つ
と
で
そ
の
要
妙
に
徹
到
す
る
が
如
き
こ
と
は
到
底
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
あ
の
鎭

西
上
人
で
さ
え
絶
え
す

「
あ
か
つ
き
の
ね
ざ
め
の
床
」
に
端
坐
思
惟
さ
れ
た
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
弘
法
大
師
に
「
閑
林
獨
坐
草
堂
曉
」

の
詩
が
あ
る
の
も
何
だ
か
暗
示
的
で
あ
る
。

宗
組
は
更
に
教
え
て

「
ま
た

三
寶
に
い
の
り
申
す

べ
き
な
り
」
と
、
そ
の
灸
所
を
指
し
て
い
ら
れ
る
。
三
寶
に
所
れ
と
い
う
の
は
、

篤

敬
三
寶
の
心
な
く
し
て
は
學
道
は
成
り
立
た
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
所
ひ
も
わ
れ
等
の
場
合
は
本
願
乘
托
を
思
い
念

す

る
こ
と
で
あ
れ
ば
よ
い
。
阿
彌
陀
ほ
と
け
我
を
助
け
給

へ
と
所
る
も
よ
い
。

い
ま
そ
れ
に
蓮
關
し
て
切
に
勸
め
た
い
の
は
、
や
は
り

宗

組
の
御
詞
で
あ
る
.
曰
く
,

「
人
の
手
よ
り
物
を
得
ん
す
る
に
、
す
で
に
得
た
ら
ん
と
、

い
ま
だ
得
ざ
る
と
い
つ
れ
が
勝

る
べ
き
。

源
筌
は
す
で
に
得
た
る
心
地
に
て
念
佛
は
申
す
な
り
。↑
(勅
修
傳
二
+
一
)
と
。

「
凡
て
所
り
て
願
う
こ
と
は
、
す

べ
て
得
た
り
と
信
ぜ

よ
、
然
ら
ば
得
べ
し
。」
(
マ
ル
コ
一
一
.
二
四
)
と
キ
リ
ス
ト
も
こ
の
こ
と
を
私
逹
に
教
え
て
く
れ
る
。



宗
典
を
讀
む
場
合
、
た
と
い
讀
む
に
は
讀

み
得
て
も
、
必
す
良

い
先
輩
や
正
し
い
助
言
者

の
言
葉
に
耳
を
傾
け

る
だ
け
の
謙
虚
さ
は

當
然
も
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
師

に
俟
ち
、
師
を
叩
く

こ
と
は
讀

み
を
深
め
、
更
に
道
を
求
め
る
た
め
の

一
つ
の
途
を
意
味
す
る
。

師

が
居
な
け
れ
ば
道
は
傳
は
ら
な
い
。
宗
組
の
御
詞
に
「
口
傳
な
く
し
て
淨
土
の
法
門
を
見
る
は
,往
生
の
得
分
を
見
失
ふ
な
り
。」
(勅

修
傳
二
+
一
)
と
あ
る
。
正
師
に
就
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
傳
統
の
意
味
に
徹
し
、
道
も
開
け
學
も
進
み
、
そ
の
結

實
に
期
待
が
か
け
ら

れ

る
の
で
あ
る
。

ま
た
經
典
宗
典
を
讀
む
こ
と
は
、
即
ち
法
を
聞
く

こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
の
も
、
亦
舉
道
自
體
に
活
を
入
れ
る
方
法
で
な
い
と
は
云

え
な

い
。
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
、

「
聖
教
を
讀
み
や
ぶ
れ
」
(御
一
代
記
聞
書
第
五
節
)
と
い
つ
た
蓮
如
上
人
は
、
實
に
飽
く

こ
と
を
知
ら
ぬ
聞
法
の
人
で
あ
つ
た
と
思
う
博
金
ケ
森
の
善
從
に
、
あ
る
人
が
、

「
こ
の
頃
は
さ
ぞ
徒
然
で
し
よ
う
」
と
云
つ
た
時
、

「
我
が
身
は
八
十
に
餘

る
ま
で
徒
然
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
す
。
そ
の
故
は
彌
陀
の
御
恩

の
あ
り
が
た
き
ほ
ど
を
存
じ
、
和
讃
聖
教
等
を

拜
見
申
し
候

へ
ば
、
心
面
白
ぐ
も
ま
た
た
ふ
と
き
こ
と
充
滿
す
る
ゆ
ゑ
、
徒
然
な
る
こ
と
も
更
に
な
く
候

(同
上
第
一
九
七
節
)
と
答
え

'

た

と
い
う
が
、
い
か
に
も
上
人
の
御
弟
子
ら
し
い
感
じ
を
受
け
る
と
共
に
、
眞

の
聖
教
讀
み
と
い
う
風
情
も
あ
つ
て
、
心
を
惹
く
ご
と

が
深

い
。

『
觀
無
量
壽
經
』
の
中
に

「
法
を
聞
く
こ
と
を
得
た
る
が
故
に
顏
色
和
悗
せ
り
」
と
あ
る
が
、
眞
に
法
を
聞
き
得
た
者

に
は

和

ら
ぎ
と
悦
び
が
あ
り
、
そ
れ
が
相
好
に
現
わ
れ
て
く
る
の
も
理
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
法
の
不
思
議
と
い
う
か
、

聞
法

の
人
は
何

か
美
し
い
啗
の
、
何
か
温
い
も
の
、
何
か
懐
か
し
い
も
の
、
何
等
か
優
れ
た
も
の
を
持

つ
て
い
る
。

法
を
聞
く
心
は
ま
た
道
を
求
め
る
心
で
あ
る
。
至
心
に
道
を
求
め
る
こ
と
は
、
愛
な
く
、
利
他
の
心
な
く
し
て
は
叶
わ
ぬ
こ
と
で
あ

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

、

四
一
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る
。
か

N
る
自
利
行
は
利
他
を
内
容
と
す

る
點
に
お
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま

玉
諸
佛
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
も
當
然

で
あ
つ
た
。

『
無
量
壽
經
』
の

コ

切
の
斯
れ
等

の
諸
佛
を
供
養
せ
ん
よ
り
道
を
求
め
て
堅
正
に
し
て
郤
か
ざ
る
に
は
如
か
じ
」

と
い

う
金
言
は
鋭
く
も
三
世
十
方
を
貫
き
,、
切

六
と
し
て
我

女
の
胸
を
う
つ
で
は
な
い
か
。

こ
の
邊
で
、
お
互
に
自
省
し
自
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
禪
勝
房
以
來
去

い
古
し
た
通
り

「
淨
土
宗

の
學
問
の

所
詮
は
、

往
生
極
樂
は
や
す
き
事
と
、

こ
玉
ろ
う
る
ま
で
が
大
事
な
る
な
り
。」
(勅
修
傳
第
四
+
五
、
禪
勝
房
の
詞
)

と
い
う
こ
と
で
あ

き

る
。
そ
の
往
生
極
樂
の
大
事
は
、
願
行
相
續
、
南
無
阿
彌
陀
佛

に
極
ま
る
、
と
い
う
の
が

一
宗

の
故
實
で
あ
る
以
上
、
禪
勝
房
の
患
言

は
強
く
身
に
し
み
亘
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
點
に
深

い
反
省
も
な
く
た
貸
學
に
溺
れ
て
、

い
つ
ま
で
も
螢
火

一
分
の
智
に
執
着
し

て
い
て
は
、
結
局
生
命

の
道
を
見
失
う
外
は
あ
る
ま
い
。
お
互
に
自
戒
し
た
い
の
は
こ
の
呼
吸
で
あ
る
。
禪
家
に
指
月
の
譬
も
あ
る
よ

う

に
、
指
は
月
を
見
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
、
月
を
見
た
ら
指
は
用
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
指
の
役
割
は
月
を
見

る
ま
で
の
こ
と
で
あ

る
。
淨
土
宗
學
に
し
て
も
そ
の
狙
い
は
や
は
り
同
じ
で
、
安
心
決
定
、
願
行
相
績
,
念
佛
を
喜
び
唱
え
得

る
ま
で
が
大
切
で
、
こ
x
が

學
問
の
妙
致
で
あ
る
。

「讀

ん
で
忘
れ
る
」
そ
の
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
も
心
の
生
活
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
讀
ん

す
が
ぬ

で
、
讀
ん
だ
も
の
玉
相
が
無
く
な
つ
て
、
た

ぐ
精
妙
だ
け
が
殘
る
と
い
う
よ
う
な
學
問
は
、
あ
る
意
味
か
ら
言
え
ば
、
相
當
高
く
評
價

さ

る
べ
き
だ
と
思
う
。

「
學
者
に
な
る
學
問
は
容
易
な
る
も
、

無
學
に
な
る
學
問
は
困
難
な
り
。」
と
い
う
勝
海
舟
の
言
葉
も
ま
た
意
味
が
深
い
。

お
ぼ
え

た
も
の
を

一
旦
忘
れ
な
け
れ
ば
、
本
當
の
も

の
が
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
眞

の
學
問
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
學
問
を
忘
れ
、

學
問
を
超
過
し
た
境
地
で
あ
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
。

こ
れ
は
學
問
、
讀
書
の
上
の
こ
と
に
の
み
限
ら
な
い
。
書
道
、
藝
道
の
祕
訣
も
、



實

は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六

自
行
の
面
は

一
應

こ
れ
位
で
打
切

つ
て
、
次
に
化
他
の
面
を
少
し
覗
い
て
み
よ
う
。
佛
教
で
の
場
合
、
化
他
と
い
う
こ
と
は
自
行
を

離

れ
て
は
老

え
得
な
い
か
ら
、
化
他
を
語
ら
ん
と
し
て
自
行
の
話
に
墮
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
が
佛
道
性
と
で
も
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
、
自
行
と
化
他
と
が
相
即
相
入
す
る
と
こ
ろ
に
、
佛
道
を
生
き
る
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

眞

に
自
行
化
他
を
願
い
求
む
る
心
、
ー

關
通
上
人
に
學

ぶ
た
び
に
感
す
る
の
は
、
そ
の
心
で
あ
る
。

『
關
通
和
省
行
業
記
』
を
披
く
と
、
そ
の
中
で
い
ろ
!

丶
な
上
人
の
御
姿
に
接
す
る
。
コ
兀
亨
釋
書
L
を
介
し
て
偶

々
宗
祀
傳
に
讀
み

も

う

う

も

入

つ
た
上
人
が
、
卷
を
閉
ぢ
て
深
く
法
然
三
昧
に
住
し

て
い
ら
れ
る
の
を
見
出
す
。
孤
影
飄
然
、
杖
錫
を
友
と
し

て
自
行
錬
成
の
た
め

に
行
脚
し
て
い
る
上
人
を
も
見
出
す
。
寒
林
で
捨

つ
た
骸
骨
を
庭
前
に
置

い
て
心
行
を
策
勵
し
て
い
る
上
入
を
も
見
出
す
。
閑
寂
の
草

庵

で
精
進
潔
齋
.
ぴ
ど
く
痩
せ
細
り
乍
ら
も
念
佛
三
昧

の
あ
け
く
れ
、
自
行
化
他
の
志
操
を
み
が
い
て
い
ら
れ
る
上
人
を
も
見
出
す
。

自

行

發

願

文

願
ク

ハ
弟
子
關
通
、
道
心
堅
固

ニ
シ
テ

一
切
ノ
世
事
世
望
ヲ
斷
却

シ
、

一
切
ノ
諸
願
諸
行
ヲ
廢
捨

シ
テ
、
唯
往
生
ノ

一
事

ヲ
願
ジ
、

偏

二
念
佛
ノ

一
行
ヲ
修

シ
、
身
心
壯
健

ニ
シ
テ
日
日
修
行
増
進

シ
、
人
情
ヲ
放
下
シ
テ
佛
語
ヲ
信
獲

シ
、
祀
訓

ヲ
服
膺

シ
テ
正
信
ヲ

決
了
シ
、
念
念
稱
名
相
續

シ
テ
途

二
淨
業
成
辨

シ
、
臨
絡
ノ
時
、
諸
ノ
障
.碍

ナ
ク
、
身
心
快
樂

ニ
シ
テ
禪
定

二
入
ル
ガ
ゴ
ト
ク
、
勝

縁
勝
境
目
前

二
現
ジ
、
親

シ
ク
聖
衆
ノ
迎
接
ヲ
蒙
リ
、
決
定
上
品
ノ
往
生
ヲ
途
グ
ル
コ
ト
ヲ
得

セ
シ
メ
給

へ
。

(下
略
)

化

他

發

願

文

宗

乘

小

見

(前
田
聽
瑞
)

四
三



東

洋

學

論

叢

四
四

弟
子
關
通
、
大
志
ヲ
荷
擔

シ
テ
本
願
念
佛
ヲ
勸
読

シ
、
諸
ノ
衆
生
ヲ
救
濟

セ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
微
志
ヲ
加
被

シ
給

ハ
ン
コ
ト
ヲ
求
請

シ

奉

ル
。
願
ク

ハ
大
慈
大
悲
ヲ
以
テ
哀
愍
護
念
シ
、
證
明
知
見

シ
給

へ
。
(中
略
)
唯
願
ク

ハ
我
慈
悲
際
限
ナ
ク
、
諸
佛
大
悲
於
苦
者
心

偏
愍
念
常
沒
衆
生
ノ
意
ヲ
忘

レ
ズ
、
偏

二
念
佛

一
行
ヲ
読

キ
勸
テ
淨
土

二
歸
セ
シ
メ
、
歡
化
常

ニ
モ
ノ
ウ
キ

コ
ト
ナ
ク
、
自
行
精
進

停
シ
テ
決
定
往
生

シ
、
畢
竟
成
佛

シ
テ
生
死
海
ヲ
超

ヱ
ン
コ
ト
ヲ
。

(下
略
)

願
文
の
絡
り
に
は

「
吉
水
正
統
勸
進
沙
門

一
向
專
稱
阿
彌
陀
佛
關
通
」
と
、
上
人
は
自
署
し
て
い
る
。
上
人
に
は
宗
教
者
と
し
て
0

誠
實
と
情
熱
と
が
あ
つ
た
。
い
ま
こ
の
發
願
文
を
拜
誦
す
る
だ
け
で
も
、
我
等

の
心
は
慚
愧
と
景
仰
と
に
肅
然
と
す
る
。
い
つ
ま
で
も

私

た
ち
の
心
に
殘
る
の
は
、
上
人
の
自
行
化
他
の
眞
實
で
あ
る
。

さ
て
化
他
と
い
う
面
、
衆
生
を
開
化
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
差
し
當
り
読
法
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ

る
。
昔
、

フ
ル
ナ
奪
者

が

ユ
ル
ナ
國
え
傳
道
に
出
か
け
る
時
、
釋
奪

「
か
ら
罵
倒
さ
れ
る
よ
、」

氣

つ
け
な
い
と
殺
さ
れ
る
よ
、
と
注
意

さ
れ
た
が
、

「
殺
さ

れ

て
も
本
望
で
す
、」

と
答
え
た
と
い
う
話
を
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
か

玉
る
熾
烈
な
傳
道
的
情
熱
は
そ
れ
を
想

い
見
る
だ
け
で
も
、

心
が
引
き
し
ま
る
よ
う
な
氣
が
す
る
。

読
法
者
は
読
法
者
ら
し

い
こ
と
を
考
え
る
が
よ
い
。
読
法
に
は
四
無
碍
辯
と
い
う
こ
と
が
よ
く
云
わ
れ
る
。
そ
れ
は
O
法
と
⇔
義
と

へ

㊨
辭
と
⑳
辯
と
に
お
い
て
自
由
自
在
、
碍
り
な
き
こ
と
で
あ
る
。
歸
三
寶
の
心
と
絶
え
ざ
る
學
道
の
苦
杯
を
嘗
め

つ
く
さ
ね
ば
、
法
は

ヘ

ロ

も

會

得
さ
れ
す
、
智
慧
の
眼
も
開
け
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
眞
實
の
義
は
廣
く
て
深
い
體
驗
の
な
い
者
に
は
分
ら
な
い
。
辭
の
自
由
は

へ

高

い
教
養
と
強
い
忍
耐
が
な
け
れ
ば
身
に
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
辯
冖自
在
た
る
た
め
に
は
絶
え
ざ
る
修
練
と
燃
え
さ
か
る
傳
道
的
情
熱

が
常
に
生
き
ー

と
胝
動
し
て
い
ね
ば
な
る
ま
い
。
法
無
碍
隔
義
無
碍
、
辭
無
碍
、
辯
無
碍
、
こ
の
四
拍
子
が
揃

い
得

て
こ
そ
、
始
め



て
眞

の
読
法
者
た
る
こ
ど
を
得
る
の
で
あ
る
。
至
難
と
い
え
ば
ま
こ
と
に
至
難
で
あ
る
。
し
か
し
傳
道
に
生
き
る
こ
と
を
念
願
す
る
も

の
は
、
學
び
て
厭
わ
す
、
そ
の
勞
苦
を
避
け
る
こ
と
を
欲
せ
ぬ
の
で
あ
る
。

『
瑜
伽
師
地
論
』
(第
二
+
五
卷
)
が
詭
法
者
の
こ
と
を

「
善
友
」
と
稱
し
て
い
る
が
、

そ
の
性
向
を
分
別
す
れ

ば
ど
う
い
う

形
の
も

の
に
な
る
か
。
鋭

い
メ
ス
が
あ
て
玉
あ
る
。

.第

一
、
禁
戒
に
安
佳
し
て
い
る
こ
と
。

第
二
、
多
聞
を
具
足
し
て
い
る
こ
と
。

第
「三
、
能
く
所
證
あ
る
こ
と
。

ひ
と

第
四
、
性
と
な
り
哀
愍
多
き
ご
と
。

第
五
、
心
に
厭
倦
な
き
ご
と
。

第
六
、
善
く
能
く
堪
忍
し
て
い
る
こ
と
。

第
七
、
怖
畏
あ
る
ご
と
な
き
こ
と
o

つ
ぶ
ざ

第
八
、
語
具
に
圓
滿
な
る
こ
と
。

噛
み
し
め
て
み
れ
ば
、

「
善
友
」
な
ら
で
は
と
思
わ
る
玉
箇
條
ば
か
り
で
あ
る
。

第

一
、
禁
戒
に
安
住
す
と
い
う
は
、
今
日
の
言
葉
に
す
れ
ば
宗
教
者
ら
し
い
こ
と
、
行
清
く
徳
高
く
と
で
も
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

人
を
導
き
、
人
を
動
か
す
に
は
、
徳
が
な
く
て
は
叶
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ま
つ
人
間
が
出
來
て
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
徳
香
は
風
に
逆

つ
て

薫
す
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。

東
晋

の
聖
者
、
廬
山

の
慈
遠
は
三
十
有
餘
年

一
歩
も
山
を
出
な
か
つ
た
が
、
そ
の
徳
風
は

一
代
を
心
服
せ
し
め
た
。
あ
の
櫓
尼
沙
汰

笨

乘

小

,
見

(
前
田
聽
瑞
)

四
五



東

洋

學

輔誦
叢

四
六

と
い
う
大
嵐
の
場
合
、
傲
骨
な
桓
玄
を
し
て
廬
山
を
除
外
せ
し
め
た
の
も
、
慧
遠
の
徳
で
あ
つ
た
。
譯
經

の
第

一
人
者
覺
賢
、
才
氣
縱

横

の
謝
靈
蓮
な
ど
百
名
ば
か
り
の
當
代

一
流
の
僣
俗
が
慧
遠
の
牛
耳
る
白
蓮
瓧
の
瓧
中
で
あ
つ
た
の
も
、
そ
の
徳

の
高
さ
か
ら
來
て
い

る
。手

近
な
と
こ
ろ
で
は
、
山
口
縣

の
大
日
比
三
師
が
よ
い
例
證
で
あ
る
。
法
岸
、
法
洲
、
法
道
の
三
師
は
揃
い
も

揃
つ
て
禁
戒
に
安
佳

し
た
清
歡
徒
で
あ
つ
た
。
あ
の
徳
化
の
高

い
香
氣
は
今
に
山

口
縣
界
隈
に
薫
つ
て
い
る
。
知
恩
院

の
尊
超
法
親
王
が

「
予
が
こ
の
た
び

順
衣
往
生
を
途
ぐ

る
は
い
全
く
西
海
の
法
洲
和
徇
の
餘
光
な
り
」
と
述
懐
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
時
に
、
あ
の
人
た
ち
の
教
化

の

徳

と
そ
の
深
さ
が
わ
か
る
。
繪
の
花

に
は
香
り
が
な
い
、
と
か
。
要
は
や
は
り
こ
れ
に
た
す
さ
わ
り
、

こ
れ
を
読

く

「
人
」
の
問
題
で

あ

る
。
歡
化
の
問
題
は
當
に
宗
教
者
の
問
顯
冖に
.歸
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
、
多
聞
を
具
足
す
る
と
い
う
の
は
、
教
化
が
生
き
た
瓧
會
に
貢
獻
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
無
覗
出
來
な
い
要
請

で
あ
る
。
瓧
會

は

日
に
ノ
丶
變
化
す
る
。
歴
史
は
絶
え
す
書
き
か
え
ら
れ
る
。
薪
聞
、
雜
誌
、
ラ
ジ
オ
、
映
畫
が
文
化
の

一
形
態

と
し
て
果
し
て
い
る

役
割
は
實
に
大
き
い
。

こ
う
し
た
大
き
な
歴
史

の
流
れ
の
中
で
生
き
て
い
る
の
が

一
般
大
衆
で
、
そ
の
老
若
男
女
が
説
法
教
化
の
射
象

で
あ
る
。
今
日
⑳
読
法
は
今
日
に
生
き
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
等
か
の
意
味
で

「今
日
如
何
に
生
く
べ
き
か
」
を
読

い
て
い

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、
読
法
者
た
る
も
の
は
常
に
時
代
感
覺
に
鏡
敏
で
あ
り
、
近
代
人
と
し
て
の
高

い
歡
養
と
廣

い
知
識

(多
聞
)
と
を
持

つ
た
人
間
で
あ
る
べ
き
は
當
然
で
あ
る
。

大
正

の
は
じ
め
頃
、
高
野
山
大
學
で
金
山
穆
韶
先
生
に
は
じ
め
て
お
目
に
か

N
り
、
そ
の
風
格
に
接
し
た
の
は
六
年
間
ぐ
ら
い
に
過

ぎ

な
い
が
、
私
に
と
つ
て
は
何
か

一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
先
生
と
柳
田
謙
十
郎
氏
と
の
共
著
で
あ
る
「
日
本
眞
言
の
哲
學
」

セ

も

カ

も

(
昭
和
+
八
年
七
月
、
弘
丈
堂
刊
行
)
を
い
ち
早
く
手
に
し
た
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
柳
田
氏
の
ま

へ
が
き
を
讀
ん
で
行
く
と
、



金

山
先
生
の
多
聞
、
そ
の
學
的
情
熱
に
驚
倒
し
景
仰
し
て
い
る
筆
者

の
心
が
紙
の
上
に
溢
れ
て
い
る
よ
う
な
思
い
を
さ
せ
る
。
」

「
私
が
高
野
山
大
學
に
講
師
と
し
て
毎
月

一
回
位
つ
つ
西
田
哲
學
の
講
義

を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は

一
昨
年

の
春
の
ご
と
で
あ

つ
た
。
最
初
は
ほ
と
ん
ど
義
務
的
な
講
義
で
あ
ま
り
氣
乘
り
も
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
」
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
學
生
や

一
部
の

歡
授
逹
ま
で
が
熱
心
に
聽
い
て
下
さ
る
の
と
、
特
に
學
長
金
山
穆
韶
師
が
身
の
御
老
齡
を
も
い
と
は
す
學
生
と
共
に
缺
か
さ
す
聽
講

し
て
下
さ
る
の
に
激
勵
さ
れ
て
段

女
と
火

の
出
る
や
う
な
思
ひ
を
以
て
そ
の
情
熱
を
傾
け
る
や
う
に
な
つ
た
。
し
か
し
私
に
は
金
山

老
師
の
や
う
な
方
が
ど
う
し
て
私
ご
と
き
も
の
の
講
義
を
か
く
も
熱

心
に
き
い
て
下
さ
る
の
か
そ
の
意
味
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
り
た
。
間
接

に
御
た
つ
ね
し
て
見

る
と
、
私
の
講
す
る
西
甌
哲
學

の
内
容
の
中
に
何
處
か
高
祀
弘
法
大
師
の
御
精
神
と

一
味
相
通

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
い
と
い
ふ
。

こ
れ
は
私
の
全
く
豫
想
だ
に
も
な
し
得
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自

ら
省
み
て
冷
汗
三
斗

の
思
ぴ
を
禁
じ
得
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
何
か
し
ら
敬
虔

の
念
に
打
た
れ
て
合
掌
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ

つ
た
。」

こ
れ
を
讀
ん
で
み
て
も
、
金
山
老
師
の
求
め
た
も
の
を
窺
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。
老
師
を
知
る
も
の
で
も
、
知

ら
な
い
も
の
で
も
、

老
師

の
求
め
た
も
の
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
今
日
法
を
読
く
も
の
は
、
色
ん
な
學
問
に
も
關
心
を
よ
せ
、
眞

理
の
き
び
し
さ
に
觸

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
6

し
る
し

第

三
、
能
く
所
證
あ
り
と
い
う
の
は

門
驗
L

一
つ
を
掴
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
驗
」
は
い
か
に
し

て
つ
か
め
る
か
。
人

生

の

一
呼
吸
、

一
呼
吸
が
體
驗
で
あ
る
。
こ
の
體
驗
を
反
省
す
る
も
の
、
積
り
積

つ
た
入
間
體
驗
の
申
か
ら

「
驗
」
が
生
れ
る
。
先
賢

.
古
徳
が
永
い
學
道
精
進
の
後

に
、
始
め
て
到
逹
し
た
境
地
と
い
う
も
の
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
崇
高
な
も
の
を
持

つ
て
い
る
。

も

も

も

「
求
驗
は
、
た
貸
經
相
文
字

の
う

へ
に
と
ど
こ
ふ
ら
す
、
佛
法
に
於
て
、
し
る
し

}
つ
見
出
し
て
ん
乏
思
ふ
べ
し
。
し
か
ら
ざ
れ
ば

死
佛

法
と
な
る
な
り
。
」
(
佛
定
和
徇
行
業
記
下
)

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

四
七
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四
八

こ
れ
は
あ
る
古
徳
が
殘
し
た
三
種
の
痛
鞭
策
の

一
つ
で
あ
る
。
現
實
に
本
願
を
信
じ
、
念
佛
を
喜
ぶ
感
情
を
も
ち
、
眞
實
の
安
心
に
到

達

し
て
い
な
い
限
り
、
そ
の
読
法
は
結
局
法
の
取
衣
ぎ
以
上

の
も
の
で
は
な
い
。

法
の
死
活
は
読
法
に
よ
つ
て
ぎ
ま
る
の
で
は
な
く
、
た
貸
こ
れ
を
實
證
す
る
人
に
よ
つ
て
き
ま
る
の
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
も

「
教
化

す

る
人
、
ま
つ
信
心
を
よ
く
決
定
し
て
、
そ
の
上
に
て
聖
教
を
よ
み
か
た
ら
ば
、
き
く
人
も
信
を
と
る
べ
し
」
(
御
一
代
記
聞
書
第
+
三
節
)

と
、
こ
の
點
を
強
調
し
て
い
る
。

「
信
は
力
な
り
。」

何
か
彊
い
も

の
、
驗

一
つ
を
持

つ
て
い
る
こ
と
は
、

大
衆
を
教
化
し
安
立
せ
し

め

る
た
め
に
は
絶
封
に
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ひ
と

も
と

第
四
、
性
と
な
り
哀
愍
多
く
と
い
う
の
は
、
歡
化
と
い
う

こ
と
も
そ
の
本
は
心
ぱ
え
、
愛
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

愛

の
な
い
読
法
は
眞

の
読
法
で
ぱ
な
い
。
読
法
者
は
大
衆
の
苦
惱
を
民
衆
の

一
人
と
し
て
苦
し
み
惱
む
温
い
苦
勞

人
で
あ
る
こ
と
が
強

く
要
請
さ
れ
る
。

「
誂
法
の
者
に
於
て
は
醫
王
の
想
を
な
し
、
拔
苦

の
想
を
な
せ
」
と

『
大
集
經
」
に
示
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
要
は

法
は
諡
か
れ
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
苦
を
拔
き
と
つ
て
や
る
だ
け

り
澀
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
惱
め
る
衆
生
に

同
感
し
、
そ
の
か
な
し
み
を
共
に
泣
く
心
な
く
し
て
は
、
法
も
活
き
す
、
入
も
救
わ
れ
よ
う
筈
が
な
い
。
常
啼
菩
薩
は
入
の
貧
苦
や
病

苦
に
惱
む
を
見
て
常
に
啼
い
た
、
と

『
智
度
論
」

(卷
九
+
六
)

に
見
え
て
い
る
。

「
諸
佛

の
大
悲
は
苦
者
に

於

い
て
す
。

心
偏

に
常

沒

の
衆
生
を
愍
念
し
給
ふ
。」
(觀
經
疏
・
玄
義
分
)
と
い
う
が
如
き
愍
念
の
心
、
大
悲

の
精
祚
を
離
れ
て
、
読
法
の
眞
の
動
機
と
い
う
も

の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
、
心
に
厭
倦
な
く
、
と
い
う
の
は
読
法
者
の
精
進
と
情
熱
と
の
問
題
で
あ
る
。
読
法
も
ま
た
篳
道
を
背
景
と
し
て
始
め
て
確
實

お

し

と
な
る
こ
と
を
得
べ
く
、
學
道
を
忘
れ
た
読
法
に
は
成
功
が
拌
な
い
に
く
い
。
實
際
教
化
に
當
る
者
は
、
學
び
て
厭
は
す
、
人
を
誨

へ

て
倦
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
化
が
實
を
結
ぶ
の
に
は
苦
鬪
幾
年
の
曉
を
俟

つ
覺
悟
を
必
要

と
す
る
で
あ
ろ
う
。



『維
摩
經
」

に
も

「
來
り
求
む
る
者
を
見
て
は
善
師

の
想
を
な
す
べ
し
。」
(菩
薩
行
口叩)
と
書
い
て
あ
つ
た
と
思

う
。

一
切
善
知
識
、
読
法
者
と
し
て
は
、
來
り
求
む
る
者
に
は
、
法
を
読
き
て
悋
む
こ
と
な
く
、
互
に
學
び
互
に
磨

き
合
い
、
ど
こ
ま
で

゜

も

自
己
自
ら
の
問
題
と
し
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
若

女
し
さ
を
常
に
保
持
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
、
よ
い
読
法
者
、
す
ぐ
れ
た
學
匠
は
人
を
導
く
こ
と
、
後
進
を
育
て
上
げ
る
こ
と
を
、
ゆ
め
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
我
法

は
然
阿
に
授
け
畢
り
ぬ
。
法
燈
何
ぞ
淌
え
ん
。

然
阿
は
是
れ
予
が
盛
年
に
還
れ
る
な
り
。

遺
弟
此
入
に
封
し
て
不
審
を
決
す
べ
し
。」

(
決
疑
鈔
第
五
)
。
嘉
碵
の
昔
、
辨
阿
老
師
が
後
進
然
阿
上
人
を
傳
法
の
器
と
見
込
ん
で
、
日
夜
老
を
忘
れ
て
育

て
ぬ
い
た
芳
躅
は
、
幾

度
仰
ぎ
見
て
も
足
り
な
い
思
い
が
す
る
。
更
に
か
の
禮
阿
老
上
人
が
深
更
禪
窓
の
下
に
師
弟
相
封
し
て

「予
、

一
期
ノ
間
、
汝
ヲ
シ
タ

テ
タ
ル
ノ
ミ
ガ
、
化
導
ノ
思
出

ニ
テ
ァ
ル
也
」
(授
手
印
向
阿
眞
筆
本
裏
書
)
と
愛
弟
向
阿
證
賢
上
人
に
口
走
つ
た
時

の
心
底
は
、
落
涙
數

行

、
佛
に
合
掌
す

る
だ
け
で
あ
つ
た
ろ
う
と
思
う
。
今

一
つ
、
貞
極
上
人
が
厭
求
老
師

の
激
勵
を
蒙
り
、
關
東
遊
學
六
星
霜
、
苦
學
力

行

、
識
見
も
高
ま
り
宗
戒
兩
胝
も
う
け
て
、
老
師
を
京
都
岡
崎
の
草
庵
に
訪
う
た
時
、
老
師
は
默
然
と
し
て
語
ら
な
か
つ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
上
人
は
辭
じ

て
再
び
東
上
、
屏
居
潜
心
、
楞
嚴
經
を
讀
み
破

る
ご
と
三
年
、
書
册
の
糸
も
切
れ
た
頃
、
上
人
が

一
つ
の
悟

り
を
得
て
、
.老
師

の
許

へ
歸
つ
て
く
る
と
」

老
師
は
從
容
と
し
て

「
汝
、
學
既
に
成
れ
り
」
と
微
笑
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

(貞

極
大
徳
傳
)
心
に
厭
倦
な
く
、
指
導
し
、
激
勵
し
、
鞭
撻
し
て
、
傳
法
し
、
読
法
す
る
、

そ
の
結
果
と
し
て
法
が
弘
ま
る
の
で
あ
る
。

第
六
、
善
く
能
く
堪
忍
し
と
は
、

『論
』
の
上
に
は

「
罵
る
と
も
報
ぴ
罵
ら
す
、
瞋

る
と
も
報
ひ
瞋
ら
す
、
打

つ
と
も
報
ひ
打
た
す
、

弄

ぶ
と
も
報
ぴ
弄
ば
す
」
と
註
し
て
あ
る
。
千
古
の
金
言
で
あ
る
。
人
怒
つ
て
瓦
石
を
投
す
る
も
厭
わ
す
、
常
に
入
間
互
奪
の
合
掌
を

し
た
と
い
う
の
で
常
不
輕
と
稱
せ
ら
れ
た
菩
薩

の
話
が

『
法
華
經
』
(卷
七
、
常
不
輕
菩
薩
口皰)
に
出
て
い
る
。
ま
た

「
能
く
忍
を
行
す

る

者
は
乃
ち
名
づ
け
て
有
力
の
大
人
と
な
す
べ
し
。」
λ
佛
遣
教
經
)

と
い
う
聖
語
も
あ
る
よ
う
に
、

忍
辱
は
實
に
容

易
な
ら
ざ
る
行
で
あ

宗

乘

小

見

(
前
田
聽
瑞
)

四
九
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五
〇

る
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
ま
た
尊
い
の
で
あ
る
。

第
七
、
怖
畏
あ
る
こ
と
な
く
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
人
の
前
え
出
て
も
、
ぴ
け
を
取
つ
た
り
、
場
敗
け
せ
ぬ
だ
け

の
見
識

と
自
信
を

持

て
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
が
演
諡
と
か
読
法
で
感
激
し
た
り
共
鳴
す
る
場
合
は
、
い
つ
も
読
く
人
が
読
く
人
自
身
の
思
想

・
信
念
の

立
場
で
物
を
言

い
、
そ
の
上
に
が
つ
ち
り
座

つ
て
い
る
時
で
あ
る
。
あ
の
專
修
念
佛
停
止
事
件
の
大
嵐

の
中
に
立

つ
て
、
動
か
ざ
る
こ

と
巖

の
如
く

「
わ
れ
た
と
ひ
死
刑
に
を
こ
な
は
る
ど
も
、

こ
の
事

い
は
す
ぱ
あ
る
べ
か
ら
す
」

(勅
修
傳
卷
二
+
三
)
と
言
い
放

つ
た
宗

租

の

一
言
は
、
ま
た
實
に
堂

女
た
る
雄
辯
で
は
な
い
か
。
趣
は
ち
よ
つ
と
變
る
が
、
徳
本
行
者
は

「
我
、
念
佛
す

る
時
は
帥
ち
阿
彌
陀

な
り
、
読
法
す

る
時
は
帥
ち
釋
迦
な
り

一
(徳
本
行
者
傳
卷
中
)
と
、

壯
語
さ
れ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。

し
か
し
か
く

の
如
き
は
如
來
地
に

遊
入
せ
る
行
者

の
特
殊
な
例
で
、
誰
も
が
直
ち
に
眞
似
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

第

八
、
語
具
さ
に
圓
滿
な
り
と
い
う
の
は
、
聽
い
て
理
解
し
易
い
語
、
明
快
な
語
、
ソ
ツ
の
な

い
、
磨
き
の
か

x
つ
た
語
、
私
心
な

き
語
、
更
に
和
顏
愛
語
が
読
法
の
第

一
要
件
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
嘗
て
永
井
柳
太
郎
氏
が
議
政
壇
上
か
ら

「
西
に

レ
ー

ニ
ン
、
東
に

原
敬
あ
り
」
と
磨
き
の
か
x
つ
た
名
調
子
で
呼
び
か
け
た
時
、
果
せ
る
か
な
滿
場
の
議
席
は
思
わ
す
彼
に
絶
賛
の
大
拍
手
を
途

つ
た
も

の
で
あ
つ
た
。
ま
た
す
ぐ
れ
た
講
壇
の
人
た
ち
は
、
怖
い
顏
を
し
た
り
、
叱
り

つ
け
る
よ
う
な
調
子
で
話
し
か
け

る
こ
と
は
絶
封
に
な

い
。
読
教
や
講
演
は
懸
河
の
辯
だ
け
の
問
題
で
ば
な
い
。
読
聽

一
如
、
聽
く
人
と
読
く
人
と
が
融
け
合
い
、
う
な
づ
き
合
う
場
面
か
ら

見

る
と
、
適
所
に
置
か
れ
た
和
顏
愛
語
の
力
は
存
外
大
き
い
。
封
談
、
座
談
に
あ
つ
て
は
殊
に
そ
の
感
が
深
い
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
思

い
出
す
。

「
師
、
不
可
意
の
こ
と
あ
り
て
、
氣
色
常
な
ら
ぬ
時
に
も
、

一
文

一
句
の
法
義
を
も
た
つ
ね
、
ま
た
は
演
読

し
、
或
は
佛
道
修
行

の゚
人
、
念
佛
往
生
人
の
も
の
が
た
り
な
ん
ど
す
れ
ば
、
直
に
顏
色
和
ら
ぎ
て
、
微
笑
應
封
せ
ら
れ
け
り
。
そ
れ
よ
り
後
は
、
た

糠
何



の
こ
と
な
く
、
常
の
一風
情
な
り
き
。L
(
佛
定
和
伺
行
業
記
下
)

學
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。
や
は
り
佛
定
和
徇
は
そ
の
筋
の
大
物
で
あ
る
。

読
法
清
規
と
し
て
は

こ
の

『
瑜
伽
論
」

の
読
は
す
べ
て
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
読
法
に
た
つ
さ
わ
る
者
、
關
心
を
よ

せ
る
者
が
こ
の

『
瑜
伽
論
』
か
ら
學
び
ど
る
と
こ
ろ
は
實
に
多
か
ろ
う
。

『
瑜
伽
論
」
を
讀
み
出
す
と
、
更

に
大
藏
經
え
と
心
を
ゆ
す

る

こ
と
に
な
る
。

,
読
法
と
い
う
事
實
の
前
に
、
道
心
あ
る
信
者
の
現
れ
て
く
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
法
を
聞
い
た
信
者
が
、
回
心
向
大
、
善
友
と
な

つ

て
法
の
喜
び
を
頒
ち
合
う
の
も
、
あ
る
意
味
に
お
け
る
読
法
で
あ
り
、
よ
い
読
法
者
で
あ
ろ
う
。

い
か
な
る
は
か
り
事
を
め
ぐ
ら
し
て
も
、
人
を
す

玉
め
て
念
佛
せ
し
め
た
ま

へ
。
あ

へ
て
入
の
た
め
に
は
侍

ら
ぬ
ぞ
。
(勅
修
傳
、

卷
三
十
五
)

こ
れ
は
宗
阻
が
あ
る
信
者
に
か

へ
す
み
丶
も
附
屬
さ
れ
た
御
詞
で
あ
る
軌
教
化
と
い
う

こ
と
は
、
く
り
返
毒
述

べ
た
よ
到
に
自
他
共

に
教
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
間

一
切
が
師
弟
で
あ
り
、
互
に
師
友
た
る
べ
し
と
い
う
の
が
、
佛
教

の
根
本
義
で
あ

る
。
櫓
と
い
わ
す
俗

と

い
わ
す

一
切
善
知
識
、
互
に
自
分
の
獲
さ
せ
て
貰

つ
た
喜
び
を
、

一
人
の
人
に
で
も
多
く
頒
け
た
い
、
分
ち
與

え
る
に
は
ど
う
す
れ

ば

よ
い
か
の
關
心
と
實
行
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

七

風
情
は
違
う
が
、
昔
か
ら
身
業
読
法
と
い
う

こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
徳
行
自
體
か
ら
薫
發
す
る
自
然

の
歡
化

の
こ
と
で
あ

宗

乘

小

見

(前
田
聽
瑞
)

五

一
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五
二

る
。
解
行

一
如
は
學
道
の
理
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
入
は
天
禀
に
よ
つ
て
或
は
解
學
に
長
じ
或
は
行
學
に
秀
で
る
こ
と
も
避
け
が
た
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
行
學
な
る
も
の
が
時
に
解
學
に
も
ま
し
て
力
強
い
度
生
の
方
便
で
あ
り
、
感
化
教
導

の
大
力

で
あ
る
の
に
は
、
む

し

ろ
驚
か
さ
れ
る
。

}

「
源
室
は
智
徳
を
も
て
人
を
化
す
る
、、

な
を
不
足
な
り
。
法
性
寺
の
筌
阿
彌
陀
佛
は
愚
痴
な
れ
ど
も
、
念
佛

の
大
先
達
と
し
て
、

あ
ま
ね
く
化
導
ぴ
う
し
。
我
も
し
入
身
を
う
け
ば
、
大
愚
痴
の
身
と
な
り
、
念
佛
勤
行
の
人
た
ら
ん
。」
(勅
修
傳
、
卷
四
+
八
)

「淨
土
の
法
門
と
遊
蓮
房
と
に
あ

へ
る
こ
そ
、
入
界
の
生
を
う
け
た
る
、
思
出
に
て
侍
れ
。」
(同
上
、
卷
四
+
四
)

愚
痴
の
人
室
阿
彌
陀
佛
、

一
介
の
道
心
者
遊
蓮
房
、

こ
の
二
人
の
弟
子
が
そ
の
輝
か
し
い
行
徳
の
ゆ
え
に
、
.宗
藺
か
ら
破
格

の
讃
嘆

と
隨
喜
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
み
＼

の
心
に
強
く
、
深
く
燒
き
つ
け
る
も
の
が
あ
る
。

「
是
法
法
師
は
、
淨
土
宗

に
恥
ぢ
す
ど
い
へ
ど
も
、
學
匠
を
立
て
す
、
た
ぐ
あ
け
く
れ
念
佛
し
て
、
や
す
ら
か
に
世
を
過
す
あ
り

さ
ま
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
。」
(徒
然
草
第
四
+
二
段
)

こ
玉
に
も
頭
の
下
が
る
行
學
の
人
が
い
る
。

「
桃
李
言
わ
ざ
る
も
下
自
ら
蹊
を
な
す
」
と
い
う
古
人
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
行
學
の

徳
は
無
言

の
読
法
で
あ
る
。
そ
の
徳
は
思

つ
た
よ
り
も
大
き
い
。
解
學
も
大
切
で
あ
り
、
読
法
も
大
事
で
あ
る
が
、

一
面
行
學

の
徳
を

思

い
念
う
と
、
い
ろ
く

と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

八

な
ほ
化
他

の
面
で
重
靦
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
文
書
傳
道
が
あ
る
。
そ
の
、傅
道
力
は
意
外
に
大
き
く
、
ま
た
長

い
も
の
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
。
「
當
世
を
化
す
る
は
辯
に
し
く
は
な
く
、
後
代
を
化
す
る
は
文
に
し
く
は
な
し
。」
と
道
破
し
た
古
賢
も
あ
つ
た
。
見
よ



う

に
よ
つ
て
は
そ
の
教
化
力
は
読
法
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
思
い
を

こ
玉
に
い
た
せ
ば
、
宗
教
者
は
も
つ
と

文
書
傳
道
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

佛
歡
が
、
各
宗
が
そ
の
正
し

い
姿
を

一
般
の
人
女
に
理
解
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
ま
つ
何
よ
り
も
近
づ
き
易
く
、
親
し
ま
れ
る
讀
み

物

を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

親
し
ま
れ
、
愛
さ
れ
る
讀
み
物
を
も
%
な
い
宗
門
が
榮
え
る
例
の
少
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
つ
か
し
い
言
葉

で
、
肩
の
こ
る
よ
う
な
も
の
を
人
に
押
し
か
ぶ
せ
る
よ
う
で
は
傳
道
性
に
乏
し
い
。
實
も
あ
り
、
味
も
あ
る
、
よ

い
作
品
は
天
分
に
も

よ

る
が
、
ま
た
絶

え
ざ
る
勉
彊
に
も
負
う
て
い
る
。
佛
法
味
を
、
法
の
悗
び
を
す
ぐ
れ
た
作
品
を
介
し
て
世
間
に
贈
る
こ
と
は
、
確
か

に
む
つ
か
し

い
仕
事
で
あ
り
、
重
荷
と
い
え
ば
こ
れ
ほ
ど
の
重
荷
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
古
今

の
聖
賢
、
文
人
者

流
が

一
字

一
句
に
も

死
力
を
盡
し
た
苦
心
談
は
枚
擧
に
遑
が
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ
世
間
が
む
さ
ぼ
り
讀
む
の
で
あ
る
。
作
品
を
し
て
不
朽
た
ら
し
め
る
の
で

あ

る
。
善
導
大
師
が
そ
の
著

『
觀
經
疏
』
の
筆
を
投
ぜ
ん
と
し
て

「
一
句

一
字
脇
加
減
す
べ
か
ら
す
。
寫
さ
ん
と
欲
す
る
者
、

一
に
經

法
の
如
く
す
べ
し
。
應
に
知
る
べ
し
。」
と
書
き
得
た
時

の
心
境
に
思
い
を
蓮
び
、
仰
い
で
そ
の
大
悲

心
を
學
び
、
伏
し
て
應
分
懸
命
の

努

力
を
誓
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
志
願
だ
け
で
は
作
品
は
生
ま
れ
な
い
。

「
筆
を
取
れ
ば
も
の
書
か
る
」
と
古
人
も
教

え
た
よ
う
に
、

'宗
恩
に
報
い
奉
る
の
道
は
ま
つ
筆
を
と
る
ご
と
で
あ
る
。
粉
骨
碎
身
、
潜
心
に
筆
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
知
恩
報
恩

の
行
は
こ
れ
を

措

い
て
は
他
に
あ
る
ま
い
と
、
し
み
み
丶
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
言
を
寄
す
、
よ
い
讀

み
物
が
與
え
る
傳
道
力
は
意
外
に
大
き
い
の
で

あ

る
。

化
他
の
問
題
も
、
む
す
か
し
く
考

え
れ
ば
な
か
ー

厄
介
で
あ
る
。
し
か
し
世
の
歡
化
に
當
る
宗
教
者
、
わ
れ
ピ

ー
宗
門
人
は
自
ら

考

え
、

自

ら

反
省

し

、

ま

つ

瓧

會

に

向

つ

て

心

を
開

き

、

大

衆

を

つ
か

む

こ

と

に
、

も

う

少

し

智

慧

を

し

ぼ

ら

訟
ば

な

る
ま

い
。

、宗

乘

小

見

(
前

田
聽
瑞
)

、

五
三
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五
四

ま
あ
、

こ
の
邊
で
筆
を
擱

い
て
他
は
ま
た
の
機
會
を
俟
ち
た
い
と
思
う
。


