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仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
普
通
に
見
仏
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
仏
と

い
っ
て
も
法
身
、
報
身
、
応
身

が
考

え
ら
れ

る
。
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
尊
、

そ
れ
は
応
身
と
か
応
化
身
と
解
さ

れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
に
生
れ
た
釈
尊
を
見
る
こ

と
に
解
す
る
と
、
釈
尊
滅
後
の
人
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊

在
世
中
と

い
え
ど
も
、
肉
身
の
釈
尊
に
あ
い
得

た
人
は
限

ら
れ
て

い

る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
思
い
出
さ
れ
る
の
は
法
然
上
人

の
法
語
の
中
に

「
登
山
状
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
法
然
上
人
の
作
で
は
な
く
し

て
聖
覚
法
印
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中

に
、
「
舎
衛

の
三
億

の
家
に
や
住
み
け
ん
」
と
嘆
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
智
度
論
九
に
説
か

れ
る
説
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
舎
衛
城
中
に
九

億
の
家
あ

り
、
三
億

の
家
は
眼
に
仏
を
見
る
。
三
億
の
家
は
耳
に
仏
あ

り
と
聞
く
も
眼
に
仏
を
見
ず
。
三
億
の
家
は
聞
か
ず
見
ず
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
説
が
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
か

一
考
を
要
す
る
が
、
智
度
論

成
立
の
頃

に
は
、

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
九
億

の
家
が
舎
衛
城

に
あ

っ
た
と
は
考

え
に
く

い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ

っ
た
の
か
理
解
し
に
く

い
が
、

縁
無
き
衆
生
と
か
、
見
仏
聞
法
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
が
強
調
さ
れ

る

一
例
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が

一
般
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

れ
と
関
連
し
て
、
起
信
論
に
は
、
「
凡
夫
二
乗

の
心
の
見
る
所
は
、

名
づ
け
て
応
身
と
な
す
。

…
…
諸
菩
薩
の
初
発
意
よ
り
乃
至
菩
薩

の
究

寛
地
の
心
の
見
る
所
は
、
名
づ
け
て
報
身
と
な
す
」
と
あ
る
。

こ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
起
信
論
成
立
時
に
は
、
凡
夫
二

乗
は
応
身
の
仏
し
か
見
え
な
い
が
、
菩
薩
は
報
身
仏
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
報
身
の
仏
を
見
る
と
言
う
こ
と

は
、
三
昧
に
入
り
定
中
に
見
仏
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
定
中
見

仏
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
応
身
仏
を
見
る
場
合
に
も
、

そ
の
見

方
が
見
る
者
の
条
件

に
よ
っ
て
異
な
る
と
さ
れ

て
い
る
。
即
ち

『
観
仏

三
昧
経
』
三
に
、
「
若
し
垢
繊
不
善
心
を
生
ず
る
者

あ
ら
ば
、
像
、
純

黒
な
る
こ
と
猶
し
炭
人
の
如
し
と
見
る
。
釈
子

の
衆
中
五
百
の
釈
子
は

見
仏

と
三
昧
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仏

の
色
身
は
猶
し
炭
人
の
如
し
と
見
る
。
比
丘
衆
中
、

一
千
人
あ
り
。

仏

の
色
身
は
赤
き
土
人
の
如
し
と
見
る
。
優
婆
塞
衆
中
十
六
人
あ
り
、

仏
の
色
身
は
黒
き
象

の
脚

の
如
し
と
見
る
。
優
婆
夷
衆
中
二
十
四
人
は

仏
の
色
身

は
猶
し
聚
墨
の
如
し
と
見
る
。
是

の
如
く
四
衆
各
各
見
を
異

に
す
」

と
あ
る
。

こ
れ
は
仏
の
色
身
に
つ
い
て
の
見
方
の
相
異
で
あ
る

が
、
何
故

に
こ
の
よ
う
に
見
る
の
で
あ
る
か

一
考
を
要
す
る
こ
と
で
あ

る
。

一
般

に
仏
は
三
十
二
相
八
十
種
好
を
具
ハす
と
言
う
が
、
現
実
的
に

は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
、

こ
の
よ
う
に
黒
人
と
し
て
の

一
つ
の
相
を

具
ハし
て
い
た
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
精
神
を
集
中
し
て
三
昧
に
入
り
、

い

わ
ゆ
る
定
中
に
仏

の
形
色
を
見
る
と
い
う
定
中
見
仏
に

つ
い
て
で
あ

る
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
第
八
像

想
観

の
と

こ
ろ

で
、
唐

の
善
導

は

「
衆
生
の
心
想
中
に
入
る
と
言
う
は
、
乃
ち
衆
生
念
を
起
し
諸
仏
を
見

ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
即
ち
無
擬
智
を
以
て
知
る
に
由

つ
て
、
即
ち
能
く

彼
の
想
心
中
に
入
り
現
ず
。
但
し
諸
の
行
者
、
若
く
は
想
念
中
、
若
く

は
夢
定
申
に
仏
を
見
る
は
即
ち
斯
の
義
を
成
ず
る
な
り
」
と
註
し
て
い

る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
想
念
中
に
仏
を
見
る
と
い
う
の
は
よ

く
わ
か
る
が
、
夢
定
中
に
見
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
夢
と

定
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
定
中
見
仏
と
言
え
ば
念
仏
三
昧
中
や
坐

禅
三
昧
中
に
仏
身
を
見
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
が
、
夢
定
中
に
仏
を
見
る

と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。

中
村
元
博
士
は
、
『
仏
教
語
大
辞
典
』
で
「
夢
定
」
を
と
り
あ
げ
、

夢

の
中
の
禅
定
、
三
昧
と
解
し
、
善
導
の
観
経
疏

の
前
掲
文
を
挙
げ
て

い
ら
れ
る
。
し
か
し
夢
の
中
の
禅
定
、

三
昧
と
言
う
の
は
、
夢

の
中
の

禅
定
、

三
昧

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
夢
に
す
ぎ
な
い
。
禅
定
三
昧
に
入

っ
た
夢
を
見
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
禅
定
、
三
昧
と
夢
と
は
心
理

的
に
異
な
る
の
で
、
夢
定
中
と
い
う
こ
と
が
理
解
し
に
く
い
が
、
善
導

は

『
観
経
疏
』
の
最
後
に
、
夢
の
中
で
自
分
の
解
釈
が
正
し
い
か
ど
う

か
教
え
て
欲
し
い
と
念
じ
て
阿
弥
陀
経
を
三
回
読
み
、
念
仏
を
三
万
遍

申
し
て
寝
る
と
夢
の
中
で
仏
を
見
た
と
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
れ
は
定
中
の
体
験
で
は
な
く
夢
の
中
の
体
験
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
体
験
は
夢
定
中
の
体
験
と
解
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
そ
れ
は

普
通
の
夢
は
た
よ
り
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

夢
定
中
の
体
験
と
解
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
夢
と
定
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

こ
の
夢
定
に
関
し
、
北
海
道
大
学
の
藤
田
宏
達
教
授
は
近
著

『
善
導
』

(
「人
間
の
知
的
遺
産
」
18
講
談
社
刊
)
の
中
で
、
夢
定
を
解

し
て
、
香
月

院
深
励
の
説
に
よ
っ
て
、
夢
定
と
い
う

の
は
、
普
通

の
夢
と

は
異

な

り
、
本
人
が
何
等
か
の
宗
教
的
実
践
を
し
て
夢

の
中
で
何
等
か
そ
の
祈

念
す
る
夢
を
見
る
こ
と
を
言
う
と
解
し
て
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
善

導
が

『
観
経
疏
』

の
末
尾
で
自
ら
の
夢
中
の
体
験
を
詳
細
に
述

べ
て
い

る
の
は
、
夢
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
宗
教

的
実
践

の
後
に
見
た
夢

で
あ
る
か
ら
夢
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
は

っ
き
り
し
た

理
解
の
し
か
た
で
あ
る
が
、
香
月
院
深
励
以
前

に
浄
土
宗
第
三
祖
然
阿

良
忠
上
人
記
主
禅
師
が
そ
の

『
観
経
疏
伝
通
記

』
の
中
で
明
瞭
に
教
示
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せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
人
間
は
善
導
大
師
の
よ
う
に
霊
夢
を
見
る
こ
と
が

あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
多
少
の
疑
心
を
懐
い
て
い
た
が
、
昭
和

五
四
年
七
月
二
七
日
東
京
都
都
市

セ
ン
タ
ー
で
催
さ
れ
た
第
三
回
国
際

睡
眠
学
会

で
、
私
は
「
仏
教
経
典
ハに
お
け
る
夢
と
睡
眠
」

と
い
う
記
念

講
演
を
依
頼
さ
れ
、
内
外
の
学
者

の
前
で
、
善
導
大
師
の
霊
夢
に
っ
い

て
語
り
、
十
人
余

の
内
外
の
学
者
に
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
霊
夢
を
見

る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
と
質
問
し
て
み
た
。
す
る
と
十
人
中
九
人
ま
で

は
、
そ
れ
は
あ
り
う
る
、
と
く
に
善
導
大
師
は
自
分

の
疑
問
と
す
る
と

こ
ろ
を
正
さ
ん
と
阿
弥
陀
経
を
三
回
読
み
お
念
仏
を
三
万
遍
も
称
え
て

眠
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
霊
夢
を
見
た
に
違

い
な
い
と
の
返
答
が
返

っ
て
来
た
。
彼
等
に
言
わ
せ
る
と
、
夢
と
い
う
も
の
は
自
分
に

一
番
関

心
の
あ
る
も
の
を
見
る
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
テ
レ
パ
シ
ー
は
否
定
し

た
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
拙
編

『
私

の
中

の
善
導
大
師
』
(山
喜
房

仏
書
林
刊
)
所
収
拙
編
「
善
導
大
師
の
霊
夢
」

や
拙
著

『
法
然
上
人
の

世
界
』
(山
喜
房
仏
書
林
刊
)
所
収
論
文
「
善
導
教
学
の
現
代
的
意
義
」

の
中
で
述

べ
て
お
い
た
か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。
法
然
上
人
時
代
後
白
河

法
皇
に
よ

っ
て
編
せ
ら
れ
た

『梁
塵
秘
抄
』
に
出
て
い
る
「
仏
は
つ
ね

に
い
ま
せ
ど
も
、

う
つ
つ
な
ら
ぬ
ぞ
あ
わ
れ
な
る
人

の
音
せ
ぬ
暁
に
ほ

の
か
に
夢
に
見
え
給
う
」
と
い
う
有
名
な
今
様
も
た
だ
偶
然
夢
に
仏
を

見
た
の
で
は
な
く
、
仏
を
見
た
い
と
か
ね
て
念
願
し
て
い
た
故

に
暁
の

夢
に
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
風
に
解
せ
ら
れ
る
。

孔
子
さ
ま
は
「
わ
れ
ま
た
夢
に
周
公
を
見
ず
」

と
嘆
い
て
い
ら
れ
る

が
、
周
公
を
敬
慕
す
る
思

い
が
薄
く
な
っ
た
の
か
と
の
反
省
も
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
仏
は
夢
を
見
な
い
と
言
わ
れ
る

が
、

こ
れ
は
覚
者
と
な

っ
た
人
だ
か
ら
常
に
醒
め
て
い
て
夢
を
見
る
こ

と
は
無

い
と
推
測
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
深
層
心
理
学
者
に
言
わ
せ
る

と
、
夢
と
禅
定
三
昧
は
区
別
し
に
く
い
と
言
う
。

し
た
が
っ
て
夢
定
中

の
見
仏
と
言
っ
て
も
善
導
大
師
の
場
合
の
よ
う

に
夢

の
体
験

で
あ
ろ

う
。法

然
上
人
に
も
「
三
昧
発
得
記
」
と
か

『
夢
感
聖
想
記
』
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、

こ
の
当
時
の
日
本
仏
教
界
に
は
、

こ
の
よ
う
な
霊
夢
の

よ
う
な
体
験
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
現
代
人

に
は
否
定
さ
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
善
導
大
師
の
霊
夢
の
体
験
を
肯
定
す

る
現
代
睡
眠
学
会
の
研

究
を
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
謙
虚
に
こ
の
方
面

の
研
究
を
進
め
ね
ば
な

ら
ぬ
よ
う
に
思
う
。

見
仏
と
言
え
ば
、
浄
土
教
神
秘
主
義
を
代
表
す

る
光
明
会

の
始
祖
山

崎
弁
栄
上
人
が
い
ら
れ
る
。
三
十
歳
代
に
筑
波
山

に
籠
り
、
称
名
念
仏

を
続
け
る
中
に
念
仏
三
昧
に
入
り
神
秘
的
体
験
を

し
て
い
ら
れ
る
。
そ

の
心
境
を

弥
陀
身
心
遍
法
界

衆
生
念
仏
仏
還
念

一
心
専
念
能
所
亡

果
満
覚
王
独

了
々

と
詩
偶
に
し
て
、
そ
の
体
験
を
表
現
し
て
い
ら

れ
る
が
、
命
終
の
時
も

自
ら
こ
の
偶
を
諦
せ
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
門
下
に
も
見
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仏
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仏
の
体
験
を
し
た
人
が
あ
り
、

こ
の
派
の
人
び
と
は
見
仏
を
目
的
と
し

て
木
魚
を
た
た
い
て
専
心
念
仏
し
て
い
る
。
山
崎
弁
栄
上
人
は
宗
派
に

こ
だ
わ
ら
ず
自
ら
の
宗
教
体
験
を
重
視
し
、
念
仏
三
昧
を
強
調
し
、
七

覚
支

の
教
え
を
自
ら
の
念
仏
体
験
に
即
し
て
念
仏
七
覚
支
と
し
て
新
し

く
解
説
し
、
念
仏
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳
し
く
説

い
て
い
ら
れ
る
。

こ
こ
で
も
見
仏
の
体
験
が
重
視

さ
れ
、
称
名
念
仏

の
実
修

に
よ
っ
て

多
く
の
信
者
を
獲
得
し
て
い
る
。
山
崎
弁
栄
の
浄
土
教
に
つ
い
て
は
拙

著

『
現
代

の
浄
土
教
』
(大
東
名
著
選
九
)
の
中
で
詳
し
く
述

べ
、
拙
著

『
法
然
上
人
の
世
界
』
の
中
で
「
浄
土
教
神
秘
主
義
に
つ
い
て
」
と
し

て
解
説
し
、
多
少
の
批
判
を
試
み
た
。

見
仏
に

つ
い
て
は
そ
の
位
に
し
て
三
昧
に
つ
い
て
す
こ
し
論
述
し
た

い
と
思
う
。

さ
て
、
三
昧
と
言
え
ば
念
仏
三
昧
と
か
坐
禅
三
昧
と
か
遊
戯
三
昧
と

か
道
楽
三
昧
な
ど
と
言

っ
て
、
人
間
の
到
達
し
得
る

一
つ
の
精
神
的
境

地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
精
神
を
集
中
し
て
三
昧

の
境
地
に
入
ら
な

い
と
、
何
事
も
上
達
せ
ず
、
そ
の
奥
義
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の

で
、
仏
法
の
み
な
ら
ず
諸
芸
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
境
地
に
到
達

す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
と
く
に
東
洋
に
伝
わ
る
諸
芸
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
の
起
り
は
仏
教
の
修
行

に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
に
伝
わ
る
諸
芸
が
単
に
技
術
の
習
得
で

は
な
く
し
て
、
そ
れ
が

一
つ
の
人
間
形
成

の
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
も
、

そ
こ
に
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
武
術
が
武

道
と
な
り
、
剣
術
が
剣
道
と
言
わ
れ
、
弓
術
が
弓
道
、
柔
術
が
柔
道
と

言
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ

る
の
は
三
昧
の
境
地
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
が
統

一
し
て
雑
念
を

離
れ
て
諸
芸
に
は
げ
ま
な
い
と
技
術
も
上
達
し
な
い
。
技
術
は
あ
る
程

度
上
達
し
て
も
、
そ
の
奥
義
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
技
術
に

止
ま
ら
ぬ
何
か
を
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
個
々
の
技
術
の

習
得
と
は
違

っ
た
全
人
格
的
な
何
か
の
習
得
を

必
要
と
す
る
。
そ
れ
が

王
三
昧

(
サ
マ
ー
デ
ィ
ラ
ー
ジ
ャ
)
と
言
わ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
諸
芸
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
三
昧
は
王
三
昧

に
対
し
て
個
々
三
昧
と

か
群
臣
三
昧
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個

々
三
昧
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸

に
お
い
て
三
昧
に
到
達
す
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
芸
に
お
い
て
の
み
の
三

昧
で
あ

っ
て
、
全
人
格
的
な
も
の
と
は
言
え
な

い
。
弓
術
を
や

っ
て
い

る
時
は
三
昧
の
境
地
に
あ

っ
て
上
達
し
て
行
く
が
、

そ
の
人
の
全
人
格

的
な
三
昧
す
な
わ
ち
王
三
昧
と
は
言
え
な
い
の
で
、
そ
れ
は
個
々
三
昧

と
か
群
臣
三
昧
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
茶
道
の
修
行
を
す

る
人
は
茶
室
の
中
で
は
、
静
か
に
お
点
前
を
し
て
和
敬
清
寂
三
昧
に
近

づ
く
が
、
茶
室
を
出
る
と
普
通
の
人
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
茶
道

を
大
成
し
た
千
利
休
は

『南
方
録
』
の
は
じ
め

に
、
「
小
座
敷

の
茶

の

湯
は
第

一
仏
法
を
以
て
修
行
得
道
す
る
こ
と
な
り
」
と
言

っ
て
い
る
。

茶

の
湯
の
修
行
も
広
間
小
間
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
小
さ
な
座
敷
で
行

う
茶

の
湯
は
仏
道
の
修
行
と
同
様
で
、
そ
の
修
行
に
よ

っ
て
悟
り
を
得

る
道
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
茶
道
は
個
々
三
昧
の
よ
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う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
は
王
三
昧

へ
の
道
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
は

『
選
択
集
』
の
中
で
「
念
仏
は
王
三
昧
」

で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
カ
ダ
薬
が
万
病
に
き
く
よ
う
に
、
お
念
仏
は
人

間
の
な
や

み
を
治
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
道
元
禅
師
は
坐
禅
は
王
三
昧

だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
坐
禅
は
仏
教
の
基
本
的
行
で
あ
り
、
全
入

格
的
な
修
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
只
管
打
坐
を
説
い
た
道
元
は
、

た
だ
坐
る
こ
と
を
教
え
、
坐
仏
を
説
い
た
。
坐
禅
は
悟
の
為
の
手
段
で

は
な
く
坐
禅
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ

っ
た
。
坐
れ
ば
仏
、

一
寸
坐
れ
ば

一
寸
の
仏

で
あ
る
。
寸
々
積
み
な
す
丈
六
の
仏
と
も
言
う
が
、
行
持
道

環
と
い
っ
て
、
発
心
修
行
菩
提
浬
榮
が
同

一
円
周
上
に

あ
る
と
考
え

た
。
し
た
が

っ
て
初
発
心
時
に
正
覚
を
成
ず
る
と
も
言
わ
れ
、
ど
こ
を

切

っ
て
も

そ
れ
で
満
点
で
あ
る
。
「
証
上
に
万
法
あ
ら
し
め
出
路

に

一

如
を
行
ず

る
な
り
」
と
も
教
え
て
い
る
。
修
証

一
等
の
禅
で
あ

る
。
天

台
の
本
覚
法
門
嗅
い
が
そ
の
修
行
法
に
待
悟
禅
風
の
あ
せ
り
は
な
い
。

坐
禅
が
王
三
昧
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
王
様
は

一
度
王
位
に
つ

け
ば
馬
鹿

で
も
王
さ
ま
で
あ
り
、
眠

っ
て
い
る
時

で
も
王
さ
ま

で
あ

る
。
念
仏
や
坐
禅
が
王
三
昧
と
言
わ
れ
る
の
は
、
本
当
の
念
仏
者
、
本

当
の
禅
者

に
な
れ
ば
、
た
と
え
念
仏
し
て
い
な
い
時
で
も
、
念
仏
者
で

あ
り
、
本
当
の
禅
者
で
あ
れ
ば
坐

っ
て
い
な
い
時
で
も
禅
者
と
言
え
る

か
ら
で
あ

る
。
行
住
坐
臥
何
を
し
て
い
て
も
真
の
禅
者
は
道
を
は
ず
れ

な
い
。
何
時
で
も
そ
の
宗
教
的
主
体
性
を
保

っ
て
い
る
か
ら
坐
禅
は
王

三
昧
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

真

の
念
仏
者
は
体
で
合
掌
礼
拝
し
て
い
な
く
て
も
、
口
で
称
名
念
仏

し
て
い
な
く
て
も
、
心
で
阿
弥
陀
仏
を
憶
念
し
て
い
な
く
て
も
、
念
仏

者
と
言
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
ん
な
念
仏
者
を
超
三
業

の
念
仏
者
と
い
う

が
、
大
抵

の
人
は
身
口
意
の
三
業
に
よ
る
相
対
的
な
念
仏
者
に
止
ま

っ

て
い
る
。
三
業
を
超
え
た
念
仏
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
ん
な
絶

対
的
念
仏
者
に
な
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
身
口
意

の
三
業

の

念
仏
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
超
三
業
の
念
仏
者
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
。
法
然
上
人
も
「
念
仏
に
倦
き
人
は
無
量

の
宝
を
失
う
べ
き
人
な

は
り
、
念
仏
に
い
さ
み
あ
る
人
は
無
辺
の
悟
り
を
開
く
べ
き
人
な
り
」

(十
二
問
答
、
四
十
八
巻
伝
四
五
)
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
い
さ
み
あ
る

念
仏
者
で
あ

っ
た
法
然
上
人
は
無
辺
の
悟
り
を
開
い
た
人
で
あ

っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
徳
川
初
期
の
求
道
的
仏
法
者
鈴
木
正
三
は
禅

と
念
仏
を
双
修
し
た
が
、
「古
歌
に
、
悟
り
と
は
悟
ら
で
悟
る
悟
な
り
、

悟
る
悟
は
夢
の
悟
り
ぞ
と
あ
り
、
ま
こ
と
に
悟

る
悟
は
あ
ぶ
な
い
こ
と

そ
、
わ
れ
も
悟
ら
ぬ
悟
が
好
き
な
り
、
法
然
な

ど
の
念
仏
往
生
も
悟
ら

ぬ
悟
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
禅
浄
を
双
修
し
た
正
三
に
は
そ
こ
が
よ

く
見
え
て
い
た
。
悟

っ
た
悟

っ
た
と
言

っ
て
る
う
ち
は
夢
の
中
の
悟
り

の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
ん
な
悟
は
本
当
の
悟
り

で
は
な
い
。
悟
が
す
り

き
れ
て
し
ま

っ
て
悟
り
く
さ
さ
が
な
く
な

っ
て
し
ま
わ
ね
ば
本
物
と
は

言
え
ぬ
。
本
当
の
悟
り
と
は
、
悟

っ
た
等
と
言
わ
ず
悟
り
も
忘
れ
て
し

ま

っ
た
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ
る
。
法
然
上
人
が
念
仏
往
生
と
い
っ
て

悟

っ
た
等
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
が
、

こ
れ
が
本
当
の
悟
り
だ
と
さ
す
が

見
仏
と
三
昧
 
(
藤

吉
)
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見
仏
と
三
昧
 (藤

吉
)

に
穿

っ
た
見
方
を
し
て
い
る
。
悟
ら
ぬ
悟
の
人
と
法
然
上
人
を
ほ
め
て

い
る
が
、

案
外
、

そ
の
こ
と
が
今
日
の
浄
土
教
者
に
見
お
と
さ
れ
て
は

い
な
い
か
。

宗
門
が
固
定
化
し
教
義
が
き
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の

面
の
み

が
強
調
さ
れ
て
他
面
は
排
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
狭

い
狭
い
教
義
し
か
説

か
な
か

っ
た
よ
う
に
開
祖
を
見
て
し
ま
う
。
宗
派
仏
教
化
し
て
し
ま

っ

た
目
本
の
仏
教
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
性
を
強
調
し
て
蘭
菊
そ
の
美
を
競

っ

て
い
る
が
、
特
殊
性
の
み
を
強
調
す
る
と
教
義
が
狭
く
狭
く
固
定
化
し

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
生
じ
て
来
る
。
そ
の
結
果
、
宗
祖
の
強
調
し
た
他

の
一
面
が
欠
落
し
て
し
ま

っ
て
、
そ
の
人
が
狭
い
教
え
し
か
説
か
な
か

っ
た
よ
う
に
誤
伝
さ
れ
る
。
そ
の
点
、
仏
教
学
者
は
宗
派
的
偏
見
を
捨

て
て
平
静

に
批
判
的
精
神
を
以
て
研
究
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
て
、
大
乗
仏
教
は
真
空
を
強
調
す
る
般
若
経
系
統
と
妙
有
の
面
を

強
調
す
る
浄
土
教
系
統
に
大
別
さ
れ
る
が
、
浄
土
教
系
統
に
お
い
て
観

無
量
寿
経
や
般
舟
三
昧
経
の
占
め
る
位
置
は
大
き
い
。
と
く
に
見
仏
思

想
を
考
え
る
と
観
無
量
寿
経
そ
の
も
の
が
観
想
的
な
修
行
法
を
説
く
も

の
と
も
見

ら
れ
る
し
、
般
舟
三
昧
も
仏
立
三
昧
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
見

仏
の
方
法
を
説
く
浄
土
教
の
ユ
ニ
ー
ク
な
経
典
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経

典
ハを
基
盤

と
し
て
、
報
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
見
ん
と
す
る
修
行
法

が
説
か
れ
実
践
さ
れ
て
来
た
。
そ
し
て
仏
名
を
称
え
な
が
ら
精
神
を
統

一
し
て
礼
拝
し
行
道
し
、
端
坐
し
、
仏
の
姿
を
三
昧
中
に
見
ん
と
試
み

た
。
そ
し
て
念
仏
三
昧
と
か
三
昧
発
得
の
証
拠
と

し
て
見
仏

が
言

わ

れ
、
見
仏
を
目
的
と
す
る
称
名
念
仏
の
行
が
実
践
さ
れ
て
来
た
。
法
然

等
の
浄
土
教
に
お
い
て
特
に
別
時
念
仏
が
修
せ
ら
れ
た
の
も
そ
の
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
浄
土
宗

の
二
祖
鎮
西
聖
光
上
人
も
法
然

の
教
え
に
し

た
が
っ
て
よ
く
別
時
念
仏
を
修
し
た
が
、
彼
は
別
時
の
念
仏
は
見
仏
を

以
て
目
的
と
す
る
と
教
え
て
い
る
。

こ
の
点
、

法
然
上
人
を
あ
れ
ほ
ど

尊
敬
し
浄
土
真
宗

の
開
祖
は
法
然
上
人
と
し
た
親
攣
聖
人
は
あ
ま
り
別

時
念
仏
を
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
な
い
。
法
然
上
人
は
時

々
道
場
を
簡
素

に
し
つ
ら
え
て
別
時
念
仏
を
修
す
る
こ
と
を
す
す
め
自
ら
も
こ
れ
を
実

修
し
、
三
昧
発
得

の
体
験
を
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
伝
え
ら
れ
る
法
然

の

『
三
昧
発
得
記
』
は
そ
の
時

の
体
験
記
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
あ
ま

り
に
も
観
無
量
寿
経
の
所
説
に
類
似
し
て
い
る
の
で
真
偽
が
問
題
と
な

る
が
、
観
無
量
寿
経
そ
の
も
の
を
見
仏
の
体
験
を
す
る
た
め
の
指
導
書

と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
も
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
実
際
問
題
と
し
て
念
仏
三
昧
中
に
三
昧
発
得
記
に
書
か
れ
て

い
る
よ
う
な
見
仏
の
体
験
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
法
然
上
人
の
場
合
も
善
導
大
師
と
同
様
、
夢
定
中
の
体
験
と
見

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
実
際
は
見
仏
せ
ん
と
し
て
称
名
念
仏
し
て
い
ら

れ
る
う
ち
に
夢
を
見
て
そ
の
よ
う
な
光
景
が
夢

の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
人
は
見
仏
の
思

い
も
な
く
修
行
も
し
な

い
か
ら
霊
夢
,
 
を
見
る
こ
と
も
な
い
が
、
見
仏
し
た
い
と
願

い
称
名
念
仏

す
れ
ば
三
昧
に
入
り
、

い
わ
ゆ
る
定
中
に
見
仏
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
夢
の
中
の
体
験
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
近
は
山
崎
弁
栄
上
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人
が
念
仏
三
昧
中
に
感
得
さ
れ
た
三
昧
仏
の
話
が
伝

え
ら
れ
て

い
る

が
、

こ
れ
も
霊
夢
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

夢
の
中

で
仏
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
今
日
の
心
理
学
で

も
、
そ
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
見
仏
の
体
験
は
あ
り

得
る
し
、

こ
れ
を
以
て
三
昧
発
得
の
証
拠
と
し
て
来
た
が
、

こ
れ
を
定

中
見
仏
と
も
言

っ
て
来
た
が
、
実
際
は
夢
中
見
仏
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
夢
定
中

の
見
仏
と
言

っ
て
も
よ
い
が
、
夢
定
と
言

っ
て
も
、
そ
れ

は
前
述
の
如
く
夢
の
中
の
見
仏
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

さ
て
、

こ
こ
で
浄
土
教
系
の
思
想
に
お
い
て
は
他
力
と
い
う
か
阿
弥

陀
仏
の
力
が
働
く
と
信
じ
ら
れ
、
見
仏
の
思
に
住
し
て
、
修
行
す
れ
ば

仏
も
ま
た
そ
の
無
擬
智
を
以
て
こ
れ
を
知
り
、
衆
生
の
心
想
中
に
入
る

と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
礼
拝
や
観
察
や
供
養

の
対
象
が
は
っ
き

り
と
し
て
存
在
す
る
故
に
、
そ
の
仏
の
力
を
被

っ
て
三
昧
も
成
じ
や
す

い
と
信
じ
ら
れ
て
来
た
。
善
導

の
前
偶

の
想
心
中
あ
る
い
は
夢
定
中
に

見
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
も
仏
が
無
擬
智
を
以
て
衆
生
の
心

想
中
に
入
る
か
ら
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

称
名
念
仏
中
に
見
仏
し
た
と
見
ら
れ
る
弁
栄
上
人
も

そ
の
体
験
を

「
弥
陀
の
身
心
は
法
界
に
遍
け
れ
ば
、
衆
生
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
も
ま

た
念
じ
た
ま
う
。

一
心
に
専
ら
念
ず
れ
ば
能
所
亡
じ
、
仏
果
を
満
た
さ

れ
た
覚
り
の
王
さ
ま
が
独
り
了

々
と
し
て
い
ら
れ
る
」
と
う
た
っ
て
い

ら
れ
る
。

救
済
者
と
し
て
阿
弥
陀
を
立
て
る
浄
土
教
で
は
、
常
に
如
来
の
光
明

は
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
念
仏
す
る
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
給
わ

ず
と
称
え
信
じ
て
い
る
の
で
、
念
仏
三
昧
中
に
も
光
を
感
得
し
た
り
仏

像
を
感
得
す
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
は
妙
有

の
世
界
と
し
て
の
極
楽
浄

土
や
阿
弥
陀
仏
や
諸
菩
薩
を
説
く
浄
土
教

の
特
色

で
あ
る
が
、
真
空
を

強
調
す
る
般
若
系
の
仏
教
で
は
、
そ
の
よ
う
な
霊
夢

の
体
験
を
も
妄
想

と
し
て
否
定
す
る
。
禅
浄
を
双
修
し
た
鈴
木
正
三
に
も
そ
の
傾
向
が
あ

っ
た
。
彼
は
浄
土
教
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
を
立
て
る
と
念
仏
中
に
も
魔

の
障
り
が
あ
る
か
ら
瞑
想
法
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
対
象
を
立
て
ぬ

禅
の
方
が
障
り
が
す
く
な
い
と
語

っ
て
い
る
。
親
攣
聖
人
は
阿
弥
陀
仏

の
報
身
性
を
あ
ま
り
強
調
せ
ず
、
法
性
法
身
よ
り
出
で
た
方
便
法
身
と

見
ら
れ
た
か
ら
、
見
仏
を
説
か
ず
、
名
号
を
仏
と
し
て
礼
拝
す
る
に
ま

で
到
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
仏
像
よ
り
絵
像
、
絵

像
よ
り
名
号
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

そ
の
も
と
は
阿

弥
陀
仏
観

の
相
違
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
仏
像
よ
り
も
名
号
を
強
調
す

る
浄
土
真
宗

で
は
見
仏
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
別
時
念
仏
を
必
要
と
し

な
い
。
そ
こ
に
法
然
上
人
と
親
鷺
聖
人
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。

真
空
を
強
調
す
る
般
若
経
系

の
仏
教
で
は
空
と
か
無
を
強
調
す
る
よ

う
に
な
り
、
禅
仏
教
が
生
ま
れ
た
。
坐
禅
に
よ

っ
て
妄
想
を
除
き
、
禅

定
、

三
昧
に
入
り
、
了

々
常
知
の
境
地
に
到
達
す

る
こ
と
を
強
調
す
る

が
、

こ
の
了

々
常
知
の
世
界
は
は
っ
き
り
と
覚
め
た
状
態
で
あ

っ
て
、

夢
定
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
坐
禅
中
に
光
を
見
た
り
仏
菩
薩

の
姿

を
感
見
し
た
り
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
妄
想
と
し
て
否
定
す
る
。
そ
し
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て
仏
法
に
不
思
議
な
し
と
言
い
、
無
心
の
自
己
、
無
相
の
自
己
を
真
仏

と
し
て
強
調
す
る
。
真
実
の
自
己
す
な
わ
ち
自
性
を
徹
見
す
る
こ
と
を

説
く
。
そ
れ
を
自
己
本
来
の
自
性
と
か
、
無
相
の
自
己
、
自
己
本
来

の

面
目
な
ど
と
言
う
が
、
真
実

の
自
己
の
自
覚
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故

に
、
そ
れ
以
外
の
仏
も
菩
薩
も
む
し
ろ
否
定
せ
ら
れ
、
了
々
と
し
て
覚

め
て
い
る
境
地
を
大
切
に
す
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
瞑
想
法
と
い
う
か

三
昧
の
修
得
は
、
真
空
と
か
無
に
徹
す
る
と
言
わ
れ
、
仏
菩
薩
を
観
察

の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
見
性
と
言

っ
て
見
仏
と
は

言
わ
ず
、

自
己
本
来

の
自
性
を
徹
見
せ
よ
と
い
っ
て
、
外
に
仏
を
立
て

て
追
い
求
め
る
こ
と
を
誠
め
る
。

般
若
空
観

を
強
調
す
る
禅
仏
教
は
純
粋
な
も
の
を
持

っ
て
い
る
が
、

衆
生
を
救
済
す
る
慈
悲
方
便
の
点
で
、
些
か
欠

け
る

よ
う

に
思
わ

れ

る
。
智
恵
を
主
と
す
る
般
若
系
の
仏
法
は
す
ぐ
れ
た
宗
教
で
あ
る
が
、

一
般

の
人

び
と
を
摂
取
し
解
脱
せ
し
む
る
方
便

に
欠
け

て
は
い
な

い

か
。
個
人

の
修
行
を
強
調
し
宗
教
的
主
体
性
を
自
覚
さ
せ
る
点
は
優
れ

て
い
る
が
、

そ
れ
は
機
根
の
す
ぐ
れ
た
人
に
し
て
可
能
で
あ

っ
て
、
多

く
の
劣
機

の
人
を
救
う
方
便
に

一
考
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。
般
若
経

系
の
仏
法
が

一
歩
あ
や
ま
れ
ば
倫
理
道
徳
を
否
定
し
、
狂
禅
の
徒
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
欠
陥
に
お
ち
い
り
や
す
い
。

し
か
し
妙
有
を
強
調
す
る
浄
土
系

の
仏
法
も
方
便
が
方
便
の
役
を
果

し
得
な
い
よ
う
な
現
代
に
お
い
て
は
、
人
び
と
を
深
い
信
仰
に
導
く
こ

と
は
容
易
で
な
い
。
信
仰
心
を
強
調
す
る
よ
り
も
疑
い
を
強
調
す
る
禅

へ
の
関
心
が
強
い
現
代
に
お
い
て
、
た
だ
信
仰
心
薄
き
者
よ
と
冷
眼
視

し
て
い
て
よ
い
も
の
か
。
現
代
人
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
方
法
が
考
え

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
善
巧
方
便
の
上
に
立

つ
浄
土
教
は
そ

の
立
場
を
よ
く
考
え
て
、
そ
の
教
え
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
面
を
強
調

す
べ
き
か
真
剣
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

明
治
以
後
の
日
本
の
浄
土
教
者
が
中
世
的
傾
向

の
強
い
浄
土
教
を
現

代
化
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
点
を
強
調
し
、
ど

の
よ
う
な
点
を
無
視

し
た
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は

『現
代
の
浄
土
教
』
な
る
小
著
を
出
版
し

た
。
そ
の
中
で
山
崎
弁
栄
、
渡
辺
海
旭
、
矢
吹
慶
輝
、
椎
尾
弁
匡
、
友

松
円
諦
、
久
松
真

一
等
に

つ
き
論
述
し
た
が
、
禅
と
浄
土
教
に
関
心
深

か

っ
た
鈴
木
大
拙
は
「
阿
弥
陀
仏
よ
り
本
願
が
先
だ
、
本
願
と
は
宇
宙

に
遍
満
す
る
救
済
の
意
志
だ
」
と
教
え
た
。

今
日
で
は
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
」
と
い
う
よ
り
「
は
じ
め
に
大

悲
あ
り
」
と
言

っ
て
浄
土
教
を
強
調
す
る
人
も
多

く
な

っ
た
。
現
代
人

を
教
化
す
る
方
便
と
し
て
有
力
な
説
き
方
か
も
知

れ
ぬ
。
禅
者
、
禅
哲

学
者
と
し
て
有
名
な
久
松
真

一
は
超
三
業

の
念
仏

を
強
調
し
、

一
遍
上

人

の
離
三
業
の
念
仏
を
す
ら
批
判
し
た
。

こ
れ
ら

の
先
覚
者
は
浄
土
教

と
禅

の
特
色
を
よ
く
理
解
し
、
そ
の
現
代
化
を
は
か
っ
た
人
と
も
見
ら

れ
る
。『

正
法
眼
蔵
の
哲
学
私
観
』
や

『
日
本
哲
学
の
生
躍
』
を
著
わ
し
道

元
禅

の
哲
学
的
深
さ
を
強
調
し
た
京
都
学
派
の
田
辺
元
教
授
は
、
終
戦

後

『
戯
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
を
著
わ
し
親
鷺
聖
人
の
浄
土
教

へ
の
傾
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き
を
示
し
た
が
、
そ
の

『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』
で
は
キ
リ
ス
ト
教

へ

の
深
い
理
解
も
示
し
、
主
体
的
に
宗
教

へ
の
関
心

の
深
さ
を
示

さ
れ

た
。
田
辺
博
士
は
そ
の

『
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
』
の
中
で
、
宗
派
仏
教

化
し
て
し
ま
っ
た
日
本
仏
教
を
批
判
し
、
そ
の
起
死
回
生
の
た
め
に
は

新
し
い
念
仏
禅
が
お
こ
ら
ね
ば
な
ち
ぬ
と
強
調
さ
れ
た
。
博
士
は
中
国

の
念
仏
禅

は
堕
落
し
て
い
る
が
、
日
本
で
は
浄
土
教
と
禅
が
合
流
し
て

新
し
い
念
仏
禅
が
お
こ
ら
な
い
と
現
状
で
は
駄
目
で
あ
る
と
愛
情
深

い

批
判
を
な
さ
れ
た
。
博
士
は
禅
浄
を
双
修
し
た
鈴
木
正
三
の
こ
と
は
御

存
じ
な
か

っ
た
よ
う
だ
が
、
中
村
元
博
士
は
鈴
木
正
三
と
富
永
仲
基
を

近
世
に
お
け
る
批
判
的
精
神
の
強

い
思
想
家
と

し
て
紹
介

し
、
宗
教

界
、
思

想
界
に
お
い
て
も
批
判
的
精
神
の
必
要
な
る
こ
と
を
強
調
さ
れ

た
。鈴

木
正

三
に
つ
い
て
は
小
著

『
鈴
木
正
三
の
禅
』
(禅
文
化
研
究
所
刊
)

で
詳
説
し
た
が
、
宗
派
に
と
ら
わ
れ
ず

一
求
道
者
と
し
て
仏
法
を
身
に

つ
け
た
批
判
的
精
神

の
強
い
正
三
は
、
禅
と
念
仏

の
教
え
に
対
し
鋭

い

批
判
的
精
神
を
以
て
教
え
を
垂
れ
て
い
る
。
日
本
仏
教
近
代
化
の
上
に

彼
の
の
こ
し
た
教
訓
は
光

っ
て
い
る
。
正
三
は
禅
と
念
仏
を
双
修
し
た

が
、
そ
れ
は
禅
と
念
仏
、

三
昧
と
見
仏
の
宗
教
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を

持

っ
て
い
る
が
、

そ
の
特
色
は
又
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
と
欠
点
、
短
所
と

も
な

っ
て

い
る
。
阿
弥
陀
仏
に
あ
い
た
て
ま
つ
る
と
か
、
阿
弥
陀
仏
を

見
た
て
ま

つ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
浄
土
教

は
阿
弥
陀
仏
を
「
親

さ

ま
」
と
呼
び
、
親

の
子
に
対
す
る
愛
情
を
以

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲

心
に
響
え
、
そ
の
救
済
の
絶
対
性
を
強
調
し
た
が
、
救
済
者
と
被
救
済

者
と
の
二
元
的
対
立
は
容
易
に
消
え
る
も
の
で

は
な

い
。
「
弥
陀
同
体

の
悟
り
」
と
か
「
機
法

一
体

の
信
」
と
か
が
強
調
さ
れ
る
の
も
、
浄
土

教
に
お
け
る
信
仰
体
験
に
も
と
つ
く
表
現
で
あ

っ
て
、
教
義
的
に
こ
れ

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
た
が

っ
て
対
象
的
に
三
昧
仏

を
か
け
て
念
仏
す
る
と
か
、
名
号
を
本
尊
と
し

て
、
そ
こ
に
機
法

一
体

の
姿
を
見
る
と
か
、

い
ろ
い
ろ
実
践
的
な
工
夫
が
な
さ
れ
る
が
、
念
仏

三
昧
と
か
機
法

一
体
の
信
と
か
い
う
も
の
も
た
や
す
く
得
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
信
心

で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ

こ
そ
が
仏
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に
固
有

の
も
の
で
は
な
く
他

力
廻
向
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
信
心
を
お
こ
す
力
も
な
い
自

己
自
身
に
信
心
が
開
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
の
み
力
に
よ
る

も
の
と
す
る
謙
虚
な
態
度
こ
そ
浄
土
教
者
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
質
と
言
え

る
。
し
た
が

っ
て
救
済
の
根
拠
も
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら

れ
ま
い
ら
せ
て
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
阿
弥
陀
仏

の
側
に
あ
り
、

そ
れ

は
不
可
思
議
に
属
す
る
と
反
省
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
正
法
に
不
思
議

な
し
と
す
る
禅
と
不
思
議
に
助
け
ら
れ
る
誓
願
を
強
調
す
る
浄
土
教
は

鋭
く
対
立
す
る
。
大
乗
仏
教
の
二
大
成
果
で
あ

る
禅
と
浄
土
教
は
、

こ

こ
に
そ
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
。
機
の
立
場

に
立

つ
浄
土
教
に
対
し

法
を
重
視
す
る
禅
と
も
言
え
る
が
、
禅
に
お
い
て
は
自
己
が
法
身

で
あ

る
と
の
自
覚
を
持

つ
こ
と
が
先
ず
要
請
さ
れ
る
が
、

こ
の
自
覚
を
持

つ

こ
と
も
そ
れ
程
容
易
で
は
な
い
。
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あ
く
ま

で
信
を
強
調
し
、
宇
宙
的
救
済
の
意
志
と
も
見
ら
れ
る
本
願

力
を
信
じ
、
摂
取
の
光
明
の
中
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
大
悲
無
倦
を

信
じ
常
に
照
護
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
絶
対
性
を
信
ず
る
浄
土
教
者
は
、

そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
自
己
の
罪
業
の
深
さ
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
働
く
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
感
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
教
者

は
敬
慶
な
感
情
を
豊
か
に
す
る
が
、
ど
こ
か
性
格
的
な
弱
さ
を
持

っ
て

い
る
。
他
力
救
済
を
自
覚
し
た
浄
土
教
者
は
も

っ
と
強
く
積
極
性
を
も

っ
て
報
恩

の
行
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
自
己
の
往
生
極

楽
を
の
み
念
じ
て
現
世
に
お
け
る
積
極
的
活
動
性
に
欠
け
る
う
ら
み
が

あ
る
。

一
方
、

三
昧
を
強
調
す
る
禅
は
、
見
性
体
験
を
す
る
と
高
慢
に
な

っ

て
悟
後
の
修
行
を
忘
れ
、
不
道
徳
な
行
為
を
平
気

で
な
す
よ
う
に
す
ら

な

っ
て
し
ま
う
。
善
悪
、
是
非
、
美
醜

の
分
別
を
超
え
て
無
分
別
智
を

体
得
す
る
こ
と
は
大
切
だ
が
、
そ
の
無
分
別
智
は
清
浄
世
間
智
と
な

っ

て
展
開
す
る
よ
う
に
、
新
し
く
世
間
を
清
浄

に
分
別
す
る
智
恵
と
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
分
別
智

の
後
に
得
ら
れ
る
分
別
智
す
な
わ
ち
後
得
智

と
か
後
得
分
別
智
と
か
後
得
清
浄
世
間
智
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
宗
教
者
の
持

つ
べ
き
世
間
を
見
る
眼
、
見
識
と
で
も
言
う
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
禅
者
に
そ
れ
が
欠
け
て
い
は
し
な
い
か
、
そ

れ
が
無
い
と
世
間
か
ら
遊
離
し
た
世
捨
人
に
な

っ
て
し
ま
う
。
は
た
ら

き
の
無
い
禅
者
に
な
る
か
、
維
摩
経
に
言
う
よ
う
な
「
非
道
を
行
ず
る
」

人
を
誤
解
し
て
世
俗
の
人
と
異
な
ら
ぬ
行
為
を
な
す
禅
者
に
な

っ
て
し

ま
う
。
維
摩
経
の
「
菩
薩
非
道
を
行
ず
」
と
い
う
の
は
、
十
牛
図
の
第

十
入
邸
垂
手
の
よ
う
に
、
真
の
禅
者
は
世
俗

の
世
界
に
入

っ
て
、
灰
頭

土
面
の
雄
を
揮

っ
て
、
世
人
を
教
化
し
、
非
道

と
思
わ
れ
る
よ
う
な
行

為
も
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
。
酒
難
魚
行
と
言
わ
れ
る
の

も
、
禅
者
の
到
達
し
得
る
最
後
の
境
地
で
あ

っ
て
、
小
乗
仏
教
者
か
ら

は
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
酒
屋

へ
行
き
魚
を
と
り
に
行
き
不
飲
酒
戒

や
不
殺
生
戒
を
犯
し
て
も
人
び
と
を
救
う
と
い
う
大
悲
心
を
持
ち
、
そ

の
よ
う
な
行
為
を
な
し
て
も
、

そ
の
こ
と
に
拘

わ
ら
ず
自
然
に
そ
れ
が

な
さ
れ
て
行
く
境
地
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、

そ
れ
は
そ
ん
な

に
う
ま
く
は
行
か
な
い
。
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ

ラ
に
な
り
、
堕
落
し
て

し
ま
う
か
、
禅
を
て
ら

っ
た
行
為
と
な
る
。
そ
し
て
狂
禅
の
徒
と
言
わ

れ
る
よ
う
な
間
違

っ
た
禅
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
臨
済
禅
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
道
元
の
曹
洞
禅

で
は
行
持
綿
密
を
強
調
し
、
威
儀
即
仏
法
、
作
法
是
宗
旨
と
言
い
日
々

の
行
持
を
重
要
視
し
た
。

そ
こ
に
日
本
曹
洞
宗

の
大
を
な
し
た
因
が
あ

る
。茶

道
の
修
行
は
そ
の
ま
ま
仏
道

の
修
行

で
あ

る
と
言

っ
た
千
利
休

は
、
僧
堂
の
中
に
あ

っ
た
茶
礼
を
庶
民

の
間
に
解
放
し
、
茶
道
の
修
行

を
通
し
て
仏
道
を
修
得
さ
せ
よ
う
と
佗
茶
道
を
開
い
た
。

そ
の
意
味
で

利
休
は
茶
道
と
い
う
仏
法

の
一
派
を
開

い
た
人
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

事
理
双
修
を
重
視
す
る
茶
道

で
は
、
個
々
三
昧

の
修
行
の
よ
う
で
あ
る

が
、
茶
道
は
い
わ
ば
日
本
文
化

の
綜
合
体
系
と
見
ら
れ
、
そ
の
修
行
は
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全
生
活
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
単
な
る
個
々
三
昧

の
修
行
で
な

く
王
三
昧

の
修
行
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

見
仏
と
三
昧
を
め
ぐ

っ
て
、

い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
述

べ
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
御
批
判
や
御
意
見
を
た
ま
わ
れ
ば
あ
り
が
た
い

と
思
う
。

乏
し
い
仏
教
学
の
研
究
が
、
自
分
の
主
体
的
関
心
か
ら
、

こ

の
よ
う
な
方
面
に
展
開
し
、
不
十
分
な
が
ら
所
感
の

一
端
を
述
べ
さ
せ

て
頂
い
た
。
今
後
ど
の
よ
う
な
考
え
に
展
開
し
て
行
く
か
わ
か
ら
な
い

が
、
ほ
ぼ
結
論
に
来
た
よ
う
に
思
う
。
仏
教
学
の
研
究
も
客
観
的
に
厳

密
に
な
さ
れ
る
必
要
も
あ
る
が
、
主
体
的
関
心
か
ら
宗
教
と
し
て
の
仏

教
が
わ
れ
わ
れ
に
何
を
教
え
て
い
る
か
、
人
間
の
あ
り
方
、
生
き
方
に

つ
い
て
何
を
訴
え
て
い
る
か
を
学
び
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
う
。

そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
大
乗
仏
教
の
説
く
菩
薩
道

こ
そ
最
も
す
ぐ
れ
た
人

聞
の
あ
り
方
、
生
き
方
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
菩
薩

道
を
体
現

す
る
上
に
お
い
て
禅
と
浄
土
教

の
占
め
る
位
置
は
大
き
い
。

そ
の
意
味

で
禅
の
強
調
す
る
三
昧
と
浄
土
教

の
説
く
見
仏
に
つ
い
て
述

べ
て
見
た
が
十
分
に
説
き
つ
く
し
て
は
い
な
い
。
御
教
示
を
仰
ぐ
ゆ
え

ん
で
あ
る
。

(花
園
大
学
教
授
)

見
仏

と
三
昧
 
(
藤

吉
)
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