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卒
成
元
年
十
二
月

三
願
転
入
に

つ
い
て
の
考
察

紅

楳

英

顕

一

序

三
願
転
入
に
つ
い
て
は
数
多
く

の
見
解
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ

は
大
体
に
お
い
て

『
教
行
信
証
』
「
化
土
巻
」
三
願
転
入
の
文
、
同

「
後

序
」
の

「然
る
に
愚
禿
釈
の
鶯
、
建
仁
辛
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本

願
に
帰
す
」
の
文
、

『
恵
信
尼
消
息
』
三
の
寛
喜
の
内
省

(五
十
九
才
)

に
よ
る
四
十
二
才
の
時
の
三
部
経
千
部
読
諦
の
問
題
、

の
関
連
を
如
何

に
見
る
か
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
で
あ

ろ

う
。
『恵

信
尼
消
息
』
が
公
表
さ
れ
る

(大
正
十
二
年
)
以
前
は

「後
序
」
の
文
と

『
伝
絵
』
上
-
第
二
段
の

「
た
ち
ど
こ
ろ
に
他
力
摂
生

の
旨
趣
を
受
得

し
、
あ
く
ま
で
凡
夫
直
入
の
真
心
決
定
し
ま
し
ま
し
け
り
」
と
あ
る
文

に
よ
り
、

親
鷲
の
十
八
願
転
入
時
を
二
十
九
才
と
考
え
る
こ
と
に
ほ
ぼ

異
論
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『恵
信
尼
消
息
』

の
公
表
に

伴

い
、

四
十
二
才
時
の
三
部
経
千
部
読
調
の
問
題
か
ら
、
二
十
九
才
説
が
検
討

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
四
十
二
才
以
後
説
、
『教
行
信
証
』
製
作

始

め

の
五
十
二
才
頃
説
、
五
十
九
才
説
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。
昨
今
は

『
教

行
信
証
』
製
作
始
め
の
頃
と
見
る
五
十
二
才
頃
説
が
多

い
よ
う
に
見
う

け
ら
れ
る
。

二
 
十
八
願
転
入
の
意
味

以
前
か
ら
私
は
親
驚
の
十
八
願
転
入
の
時
を
二
十
九
才
と
見
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
問
題
を
整

理
し
て
論
旨
を
進
め
て

い
く
た
め
に
、
先
ず
十
八
願
転
入
と
言
う
こ
と

の
意
味
を
明
確
に
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。
「
化
土
巻
」
の
十
八
願
転
入

の
文

に

然
る
に
今
特
に
方
便
の
真
門
を
出
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
。
(中
略
)

愛
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
の
為
に
真

宗
の
簡
要
を
撫
う
て
恒
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す

(真
聖
全
二
の
一
六

六
)

と
あ
り
、
同
様
な
型
の
文
が

「総
序
」
に
は

愛
に
愚
禿
釈
の
親
驚
、
慶
ば
し
い
哉
、
西
蕃
月
支
の
聖
典
、
東
夏
日
域
の
師

釈
に
遇
難
く
し
て
今
遇
こ
と
を
得
た
り
、
聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を

得
た
り
。
 (真
聖
全
二
の
一
)
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と
あ
る
。
こ
こ
の

「
然
る
に
今
特
に
」
(転
入
の
文
)
の

「
今
」
は

「今

遇
こ
と
を
得
た
り
」
(総
序
)
と
あ
る

「今
」
と
同
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
面
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に

「
久

し
く
」
(転
入
の
文
)
、
「
已

に
」
(総

序
)
に
通
ず
る

「今
」
で
あ
り
、

過
去
に
も
繋
が
る
意
味
の
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
り
、
『
教
行
信
証
』
製
作
時
と
は
限
定
は
さ
れ
な

い
も

の
と
思

わ
れ
る
。
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ

の
文
に
あ
る

「
愛
に
」
の
意
味
も

過
去
に
繋
が
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「選
択

の
願
海
に

転

入

せ
り
」
-
「愛
に
久
し
く
願
海

に
入
る
」
(転
入
の
文
)
と
言
う
こ
と
も
、

「聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」
(総
序
)
と
同
義
と
考
え

ら
れ
る
。
親
鷲
は
本
願

(十
八
願
)
成
就
文
の
聞
を
釈
し
て

『
教

行

信

証
』
「
信
巻
」
に

聞
と
い
ふ
は
、
衆
生
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
有
る
こ
と
無
し
、
是

れ
を
聞
と
日
ふ
な
り
。
 (真
聖
全
二
の
七
二
)

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
聞
と
は
十
八
願
の
救
済

(若
不
生
者
不
取
正
覚
)

を
聞
い
て
疑
心
が
無
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
明
確

に
言
え
ば
、

わ

が
身
の

「
往
生

一
定
」
の
確
信
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

三
 

親
鷺

に
お
け

る

「
往
生

一
定
」

の
確

信

の
時
期

親
鷲
が
二
十
九
才

の
時
に
法
然
を
訪
ね
た
と
き
の
様
子

に

つ

い

て

『
恵
信
尼
消
息
』
五
に
は

法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
角
堂
に
百
日
籠
も
ら
せ
給
て
候
け
る

や
う
に
、
又
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、
如
何
な
る
大
ふ
に
も
、
ま
い

り
て
あ
り
し
に
、
た
∫
後
世
の
事
は
、
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
同
じ
様

に
、
生
死
出
づ
べ
き
道
を
ぽ
、
た
父
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
し
を
う
け
給
は
り

定
め
て
候
し
か
ば
…
…

(真
聖
全
五
の
一
〇
四
)

と

「
う
け
給
は
り
定
め
て
候
し
か
」
と

あ

り
」
上

述

の

「後
序
」
の

文
、
『
伝
絵
』
上
-
第
二
段

の
文
と
合
わ
せ
て
考
え
て
、
法
然
と

出

会

っ
た
二
十
九
才
の
こ
の
時
に
親
鷲
は

「往
生

一
定
」
の
確
信
を
得
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が

「後
序
」
の

「然
る
に
愚
禿
釈
の
驚
」
と
あ

る
文
の
次
下
に
、
三
十
三

才
の
時
に

『選
択
集
』
を
書
写
し
真
影
を
図
画

し
た
感
激
を

爾
る
に
既
に
製
作
を
書
写
し
真
影
を
図
画
せ
り
。
是
れ
専
念
正
業
之
徳
也
、

是
れ
決
定
往
生
之
徴
也
。
 (真
聖
全
二
の
二
〇
二
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
親
鷺
自
身
が
の
べ
る

「
決
定
往

生
之
徴
也
」
と
あ
る

「
決
定
往
生
」
.
 「往
生

一
定
」
の
確
信
は
、
法
然

に
選
択

の
書
写
-
真
影
の
図
画
を
許
可
さ
れ

た
と
い
う
法
然
よ
り
の
印

可
に
よ
っ
て
初
め
て
得
た
と
い
う
よ
う
な
聖
道
門
的
な
も

の

で

は

な

く
、

こ
の
時
既
に
確
信
が
あ

っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
が

「
建

仁
辛
酉

の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
あ
る
二
十
九
才
の
時

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
し
て

「
本
願
に
帰
す
」
と
述
べ
て
い
る
意
は
、

十
八
願
に
帰
し

「往
生

一
定
」
の
確
信
を
得
た
と
い
う
意
味
に
他
な
ら

な
い
と
い
え
よ
う
。
『高
僧
和
讃
』
「源
空
讃
」

に

肱
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
に
も
 
出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き
 
本
師
源
空
い
ま
さ

ず
ぽ
 
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し

(真
聖
全
二
の
五
=
二
)

三
願
転
入
に
つ
い
て
の
考
察

(紅

楳
)
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三
願
転
入
に
つ
い
て
の
考
察

(紅
 
楳
)

と
、
「出
離
の
強
縁
」
を
知
り
え
た
の
が
、
法
然
と
の
出
会
い

で
あ

っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
別
の

機
会
に
論

じ
た
が
、

同
じ
法
然
門
下
の
諸
師
方
が
貞
慶
-
高
弁
等
に
よ

る

一
般

仏
教
か
ら
の
法
然
の
他
力
義
に
た
い
す
る
非
難
の
中
で
、
や
や

妥
協
的
と
思
わ
れ
る
釈
義
を
す
る
な
か
で
、
親
鷲
は
些
か
の
妥
協
も
な

く
法
然

の
他
力
義
を
よ
り
徹
底
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
と
の

出
会
い
の
若
年

の
時
か
ら
十
八
願
の
絶
対
他
力
の
救
済
に
よ
る

「往
生

一
定
」

の
揺
る
ぎ
な
い
確
信
を
も

っ
て
い
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

四
 

『
恵

信
尼
消
息

』
三

の
問
題

上
に
述

べ
た
よ
う
に
親
驚

の
二
十
九
才
転
入
説
に
異
議
の
生
じ
る
大

き
な
根
拠
と
な

っ
て
い
る
の
が
、
『
恵
信
尼
消
息
』
三
で
あ
る
。
即
ち

善
信
の
御
房
、
寛
喜
三
年
四
月
十
四
日
午
の
時
ば
か
り
よ
り
、
風
邪
心
地
少

し
覚
え
て
、
そ
の
夕
さ
り
よ
り
臥
し
て
大
事
に
お
は
し
ま
す
に

(中
略
)
さ

て
臥
し
て
四
日
と
申
す
暁
、
苦
し
き
は
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
と
仰

せ
ら
る
れ

ば
、
な
に
ご
と
そ
、
誰
言
と
か
や
申
す
こ
と
候
と
申
せ
ば
、
誰
言
に
て
も
な

し
、
臥
し
て
二
日
と
申
日
よ
り
、
『大
経
』
を
読
む
事
ひ
ま
も
な

し
、
た
ま

た
ま
眼
を
ふ
さ
げ
ぽ
、
経
の
文
字
の
一
字
も
の
こ
ら
ず
、
き
ら
ら
か
に
つ
ぶ

さ
に
み
ゆ
る
也
。
さ
て
こ
れ
こ
そ
心
得
ぬ
事
な
れ
、
念
仏
の
信
心
よ
り
外
に

は
、
な
に
ご
と
か
心
に
か
玉
る
べ
き
と
思
て
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
れ
ば
、

こ
の
十
七
八
年
が
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
三
部
経
を
千
部
よ
み
て
、
衆

生
利
益
の
為
に
と
て
、
読
み
始
め
て
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
な

に
ご

と
そ
、

「自
信
教
人
信
難
中
転
更
難
」
と
て
、
自
ら
信
じ
、
人
を
教
え
て
信
ぜ
し
む

る
事
、
ま
こ
と
の
仏
恩
を
報
ゐ
奉
る
も
の
と
し
ん
じ
な
が
ら
、
名
号
の
外
に

は
な
に
ご
と
の
不
足
に
て
、
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
思

い
か
え
し

て
、
読
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
ほ
も
す
こ
し
残
る
と
こ
ろ
の
あ
り
け

る
に
や
、
人
の
執
心
自
力
の
し
ん
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
と
思
な
し

て
後
は
経
読
む
こ
と
を
止
ま
り
ぬ
。
さ
て
臥
し
て
四
日
と
申
暁
、
ま
は
さ
て

あ
ら
ん
と
は
申
也
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
や
が
て
汗
た
り
て
、
よ
く
な
ら
せ
給

て
候
し
也
。
 (真
聖
全
五
の
一
〇
二
)

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
要

約

す

る

と
、
寛
喜
三
年

(親
鷺
五
十
九
才
)

に
、
親
驚
は
病
の
高
熱
の
苦
し
み
の
中
で
、

一
心
に

『
大
経
』
を
読
ん

で
い
る
自
分
に
気
づ
き
、

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
念
仏

の
信
心
の
ほ
か
に
な
に
ご
と
が
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
案

じ
て
み
る
と
、
十
七
年
前

(建
保
二
年
、
親
驚
四
十
二
才
)
に

も

衆
生
利

益

の
為
と
考
え
て
真
剣
に
三
部
経
の
千
部
読
諦
を
始
め
て
、
こ
れ
は
ど

う
し
た
こ
と
か
自
信
教
人
信
こ
そ
が
仏
恩
に
報
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
名

号
の
信
心
の
ほ
か
に
な
に
が
不
足
で
経
を
読
も
う
と
す
る
の
か
と
反
省

し
経
を
読
む
こ
と
止
め
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、

ま
だ
そ
の
こ
と
が
す
こ

し
心
に
残

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
人
の
執
心
自
力
は
よ
く
よ
く
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
と
反
省
し
て
、
病
の
中
で
の
読
経
を
止
め
た
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。
問
題
点
は
二
度

(四
十
二
才
、
五
十
九
才
)
に
わ
た
る
経
典

読
諦
の
反
省
が

い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

消
息
を
根
拠
に
し
て
二
十
九
才
転
入
説
に
反
対
す
る
見
解
は
、
四
十
二

才
、
五
十
九
才

の
経
典
読
諦
の
時
点

で
は
、
親
鷲
は
執
心
自
力

の
心
が
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ま
だ
残

っ
て
い
た
と
考
え
、
十
八
願
転
入
は
こ
れ
以
後

の
こ
と
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
実
際
に
三
部
経
の
千
部
読
諦
を
計
画
し

た
四
十

二
才
以
後
だ
と
す
る
意
見
が
多
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
親
鷺
五
十
九
才

の
寛
喜
三
年
も
四
十
二

才
の
建
保
二
年
も
と
も
に
大
飢
謹
の
年
で
あ

っ
た
と
伝
え

ら

れ

て

い

る
。
恐
ら
く
身
辺
で
多
数
の
餓
死
者
や
病
死
者
を
目
の
当
り
に
し
た
こ

と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況

の
な
か
で
、
四
十
二
才
の
時

は
関
東

へ
の
旅
の
途
中
で
す
ぐ
に
止
め
は
し
た
が
、
と

っ
く
に
否
定
し

去

っ
て
い
た
は
ず
の
三
部
経
千
部
読
調
の
功
徳
に
よ
る
衆
生
利
益
を
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
五
十
九
才

の
時
も
、
病
の
な
か
で
無
意
識
に
衆

生
利
益
を
思
い
経
典
を
読
諦
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
場

合
の
経
典
読
諦
は
衆
生
利
益
を
思

っ
た
が
為
の
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自

身
の
往
生

に
つ
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
人
の
執
心

自
力

の
し
ん
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
親
鷲
自

身
の
往
生

の
確
信
と
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
思
想
深
化
の

一
過
程
で
あ

っ
て
、
十

八
願
転
入
以
前
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

五
 

教
義
形
成

と
思
想
深

化

の
問
題

 親
鷲
の
十
八
願
転
入
時
を
五
十
二
才
頃
と
考
え
る
見
解
は
、
上
述

の

十
八
願
転
入
の
文

の

「然
る
に
今
特
に
方
便

の
真
門
を
出
て
、
選
択
の

願
海

に
転
入
せ
り
」
の

「今
」
を

『教
行
信
証
』
製
作
時
と
考
え
、
上

の

『
恵
信
尼
消
念
』
三
の
と
く
に
四
十
二
才
時
の
問
題
を
重
視
し
な
が

ら
、
法
然
と
親
驚
で
は
教
義
上
-
思
想
上

の
相
異
点
は
数
多
く
存
し
て

お
り
、
親
鶯
の
教
義
思
想
が
法
然
と
の
出
会

い
の
瞬
時
に
形
成
さ
れ
た

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
主
張

す

る
。
十
九
願

(双
樹
林
下
往
生
)
-

二
十
願

(難
思
往
生
)
-
十
八
願

(難
思
議
往
生
)

の
三
願
真
仮
-

三
往
生

等
の
六
三
法
門
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
法
然
に
は
な
い
親
鷺
独
自
の
釈

顕
で
あ
り
、
恐
ら
く
相
当
歳
月
を
経
て
深
め
ら
れ

『教
行
信
証
』
製
作

始
め
の
頃
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

三
願
真
仮
-
三
往
生
の
体
系
は
法
然
に
は
な
い
親
鷲
独
自
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
十
八
願
転
入
が
そ
の
教
義
体
系
が
形
成
さ
れ
た
後
で
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
十
八
願
転

入
の
時
期
は
お
の
ず
と

法
然
と
の
出
会
い
か
ら
相
当
年
月
の
経
過
が
必
要
で
あ

っ
た
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
教
義
体
系
が

一
応
形
成
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る

『
教
行
信
証
』
製
作
始
め
の
五
十
二
才
頃
と
い
う
こ

と

に
な

ろ

う
。
こ
の
考
え
は
も
っ
と
も
な
点
も
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
根
本
的
な

問
題
は
信
心
決
定
と
い
う
こ
と
と
教
義
体
系
形
成
と
が
並
行
的
に
進
行

す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
上
に
十
八
願

転
入
の
意
味
を
明
確
に
し
て
お
い
た
の
は
こ
こ
に
も
関
連
す
る
の
で
あ

る
が
、

三
願
転
入
の
十
八
願
転
入
の
文
に

「
愛

に
久
し
く
願
海
に
入
り

て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
の
為
に
真
宗
の
簡
要
を
撫
う
て

恒
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
」
と
述
べ
て
い
る

「
往
生

一
定
」
の

確
信
の
言
は
教
義
形
成
が
完
了
し
お
わ

っ
て
か
ら
、
初
め
て
出
る
も
の

で
は
な
く
、
「
仏
願

の
生
起
本
末
」
の
聞
こ
え
た
時
に
出
る
も
の
と
考

三
願
転
入
に
つ
い
て
の
考
察

(紅
 
楳
)
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え
る
。
そ
し
て
こ
の
確
信
を
得
た
の
は

「
然
る
に
愚
禿
釈
の
鶯
、
建
仁

辛
酉
の
暦
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
の
二
十
九
才
の
時
で
あ

っ

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

親
鶯

の
教
義
形
成
は
、
最
初
の
著
述
と
考
え
ら
れ
る

『観
経
弥
陀
経

集
註
』

で
は
そ
の
萌
芽
は
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
独
自

の
釈
顕
が

発
揮
さ
れ
明
確
に
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
る
最
初
の
著
述
が
主
著

『教

行
信
証
』
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『教
行
信
証
』
製
作
の
動
機
に

つ

い

て
は
、
十
八
願
転
入
の
文
に
は

愛
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
の
為
に
真

宗
の
簡
要
を
撚
う
て
恒
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す

(真
聖
全
二
の
一
六

六
)

と
あ
り
、
後
序
に
は

妓
に
因
っ
て
真
宗
の
詮
を
鉛
し
、
浄
土
の
要
を
撫
う
。
唯
仏
恩
の
深
き
こ
と

を
念
じ
て
人
倫
の
嘲
り
を
恥
じ
ず
、
若
し
斯
の
書
を
見
聞
せ
ん
も
の
の
、
信

順
を
因
と
な
し
疑
諦
を
縁
と
し
て
、
信
楽
を
願
力
に
彰
し
、
妙
果
を
安
養
に

顕
さ
ん
と

(真
聖
全
二
の
二
〇
三
)

等
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
従
来
い
わ
れ
る
よ
う
に
広
大
の
仏
恩
を
報
謝

せ
ん
が
為

の
故
、
す
な
わ
ち
自
ら
信
じ
た
教
え
を
人
に
伝
え
る

「
教
人

信
」
(伝
道
)
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
親
鶯
の
独
自

の
教
義
形
成
は

「生
死
い
つ
べ
き
み
ち
」
の
た
め
で
は
な
く
、
ひ
と

へ

に

「教
人
信
」
(伝
道
)
の
た
め
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「信
巻
」
別
序
に

然
る
に
末
代
の
道
俗
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
財

す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し

(真
聖
全
二
の
四
七
)

と
あ
る

「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
は
貞
慶
.
 高
弁
を
代
表
す
る

一
般
仏
教

界
か
ら
の
非
難
を
指
し
、
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
は
法
然
門
下

中

の

異
義
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
も
と
で
親
鶯
は
自
分

自
身
が
法
然
よ
り
聞
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て

「
往
生

一
定
」

の
確
信
を
得

た

「摂
取
不
捨

の
真
言
-
超
世
希
有
の
正
法
」
(総
序
)
を

「教
人
信
」

(伝
道
)
の
為
に
歪
め
る
事
な
く
釈
顕
す
る
こ
と
が
こ
そ
が

『教

行

信

証
』
(製
作
の
大
目
標
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
独
自
の
教
義
の
形
成

が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
願
転
入
の
問
題
に
直
接
関
わ
る
三
願
真
仮
論
が
な
さ
れ
た
の
も
、

貞
慶
.
 高
弁

の
非
難
が
直
接
的
な
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
等
は
聖
勝

浄
劣
-
観
勝
称
劣
-
諸
行
往
生
を
主
張
し
て
、

聖
道
門
-
諸
行
を
否
定

し
た
法
然
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
が
、
貞
慶
の

『
興
福
寺
奏
状
』
第
七

失

の
下

に
、
観
念
等

の
諸
行
の
方
が
口
称

の
念

仏
よ
り
勝
れ
て
い
る
と

主
張
し
て

こ
こ
に
専
修
、
此
の
ご
と
き
難
を
蒙
ら
ん
時
、
万
事
を
顧
み
ず
、
た
だ
一
言

に
答
え
ん

「
こ
れ
弥
陀
の
本
願
に
四
十
八
あ
り
、
念
仏
往
生
は
第
十
八
願
な

り
」
と
。
何
ぞ
爾
許
の
大
願
を
隠
し
て
、
た
だ

一
種
を
以
て
本
願
と
号
せ
ん

や
。
か
の
一
願
に
付
き
て

「乃
至
十
念
」
と
は
、
そ
の
最
下
を
挙
ぐ
る
な

り
。

(鎌
倉
旧
仏
教
、
三
入
頁
)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「何
ぞ
爾
許

の
大
願
を
隠
し
て
、
た

だ

一
種
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を
以
て
本

願
と
号
せ
ん
や
」
と
本
願
と
は
第
十
八
願
だ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
と
述
べ
て
、
諸
行
往
生
を
語
る
十
九
願
.
 二
十
も
当
然
本
願
で

あ
る
こ
と
を
そ
の
言
外
に
主
張
し
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
高

弁
は

『擢
邪
輪
』
に
、
法
然
の

『選
択
集
』
に
お
け
る
菩
提
心
否
定
論

を
非
難
し

て

然
る
に
本
願
の
中
に
さ
ら
に
菩
提
心
等
余
行
な
し
と
い
ふ
は
、
何
が
故
ぞ
。

第
十
九
の
願
に
云
く
、
発
菩
提
心
修
諸
功
徳
等
云
云
。
こ
れ
貴
に
本
願
に
非

ず
や
。
(原
漢
文
、
浄
全
八
の
六
九
三
)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「発
菩
提
心
修
諸
功
徳
」
の
文

が

第
十
九
願

に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
十
九
願
は
本
願
で
は
な
い
と
い
う
つ
も
り

な
の
か
と
詰
め
寄

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
法
然
の
意
を
継

承
す
る
門
下

の
諸
師
に
と
っ
て
、
大
き
な
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
こ

と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
長
西
等
は
妥
協
的
な
諸
行
本
願
義
の
主
張

を
な
す
の
で
あ
る
が
、
親
鷲
は
十
八
願
は
真
実
の
願
、
十
九
願
-
二
十

願
は
方
便

の
願
と
す
る
三
願
真
仮
論
を
展
開
し
て
他
力
義
を
忠
実
に
継

(7
)

承
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
三
往
生
等
六
三
法
門
は
こ
れ
に
伴

っ
て
形

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
多
く

の
独
自

の
釈
顕
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
親

驚

の
教
義
形
成
は
十
八
願
転
入
後
、
「往
生

一
定
」

の
確
信

後

の

「教

人
信
」
(
伝
道
)
の
段
階
で
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
教
義
形
成

の
過

程
や
年
齢
と
と
も
に
そ
の
人
の
思
想
信
仰
は
深
ま
る
も
の

で

あ

ろ

う

し
、
親
繕

に
お
い
て
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
晩
年

の
消
息
等
に
示
さ
れ
て
い
る
如
来
等
同
-
無
義
為
義
等

の
思
想
に
そ

の

こ
と
は
よ
く
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら

親
驚

が

「
往

生

一

定
」

の
確
信
を
得
た
の
は
二
十
九
才

の

「建
仁
辛
酉
の
暦
」
の
時
で
あ

り
、
以
後
そ
の
こ
と
は
九
十
年

の
生
涯
を
通
し
て
些
か
も
揺
る
ぐ
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
歎
異
抄
』
第
二
章

に
八
十
才
過
ぎ

の
老

齢

で
あ
る
親
鶯
が

親
鷲
に
お
き
て
は
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細

な
き
な

り
。
 (真
聖
全
二
の
七
七
四
)

と
述
べ
て
い
る
言
葉
が
よ
く
そ
の
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る

と

い
え

よ

う
｡

六
 

十
九
願

と
二
十
願

の
時
期

の
問

題

上
来
論
じ
た
よ
う
に
、
親
鷺
に
お
け
る
三
願
転
入
の
完
成
、
即
ち
十

八
願
転
入
は
二
十
九
才
の
時
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
十
九

願
-

二
十
願
の
時
期
に
つ
い
て
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
古
来
種
々
の
意
見
が
あ
る
が
、
上
に
触
れ
る
機
会

も
あ

っ
た
よ
う
に
三
願
真
仮
-
三
往
生
等

の
教
義
体
系
が
形
成
さ
れ
た

の
は
、
十
八
願
転
入
後
相
当
年
月
を
経
た

『教
行
信
証
』
作
製
始
め
の

頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
三
願
転
入
の
思
想
体
系
、
即
ち
三
願
歴
程

の

思
想
も
恐
ら
く
そ

の
頃
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
願
転
入

の
文
は

「
化
土
巻
」
真
門
釈
結
示
で
自
力

の
行
人
、
と
く
に
真
門
を
い
ま
し
め

三
願
転
入
に
つ
い
て
の
考
察

(紅
 
楳
)
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た
後
で

是
を
以
て
愚
禿
釈
の
鷺
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
宗
師
の
勧
化
に
依
り
て
、
久

し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
て
、
永
く
双
樹
林
下
之
往
生
を
離
な
る
。
善
本

徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
、
偏
に
難
思
往
生
之
心
を
発
し
き
。
然
る
に
今
特

に
方
便
の
真
門
を
出
て
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、
速
や
か
に
難
思
往
生
の

心
を
離
れ
て
難
思
義
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
。
果
遂
之
誓
良
に
由

へ
有
る

哉
。
(
真
聖
全
二
の
一
六
六
)

と
あ
る
の
で
あ
る
。
親
驚
に
と

っ
て

]
選
択
の
願
海
に
転
入
し
た
」
の

が
、

二
十
九
才
の
時
で
あ

っ
た
こ
と
は
意
識
の
上
で
明
瞭

で
あ

ろ

う

が
、
十
九
願
-
二
十
願
の
時
期
に
つ
い
て
は
大
体
の
想
い
は
あ

っ
た
と

し
て
も
明
瞭
な
区
分
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
願
転
入
の
文
に
お
け
る
親
驚

の
意
は
、
そ
れ
が
真
門
釈
結
示
の
後

に
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に

「定
散
の
自
心
に
迷
う
て
金
剛
の

真
信
に
昏

い
」
十
九
願
-
二
十
願
の
自
力

の
行
人
に
対
す
る
い
ま
し
め

と
、
そ
し
て

「果
遂
之
誓
良
に
由

へ
有
る
哉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
力

の
行
人
と
同
様
に

「定
散

の
自
心
に
迷
う
て
」
き
た
自
分
が
今
絶
対
他

力

の
十
八
願
に
転
入
し
、
往
生

一
定

の
大
慶
喜
心
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
も
十
九
願
-
二
十
願
等
方
便
仮
願
の
大
悲
誘
引
に
よ
る
と
こ
ろ
と

深
く
謝
念
を
表
す
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
 

む
す
び

以
上
論
じ
た
よ
う
に
、
三
願
転
入
に
つ
い
て
は
種
々
見
解
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
中
心
問
題
は
親
鷲
の
十
八
願
転
入
の
時
期
を
い
つ
と

見
る
の
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
単
に
三
願
転
入
の
問
題
だ
け
で
な

く
、
親
鷺
教
義
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
親
鷲

の
十
八
願
転
入
の
時
は
二
十
九
才
の
時
で
あ
り
、
そ

れ
が

「信
楽
開
発
」
の
時
で
あ
り
、
ま
た
往
生

一
定

の
確
信
を
得
た
時

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註
1
 
例
外
と
し
て
峻
諦
師

(
一
六
六
四
-

一
七
二
一
)
の

『仏
説
無
量
寿

経
会
疏
』

(真
宗
…叢
書
三
の
一
七
七
)
に
二
十
九
才
真
門
、
五
十
二
才

浄
土
真
宗
建
立
の
時
十
八
願
と
あ
る
。

2
 
桐
渓
順
忍
氏

]
二
願
転
入
に
つ
い
て
」
 
『救
済
の
論
理
』
三
五
三
以

下
。
家
永
三
郎
氏

『中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
二
九
。
重
松
明
久
氏

「親
驚
に
お
け
る
三
願
転
入
と
関
東
」
 『中
世
真
宗
思
想
の
研
究
』

一

以
下
。
古
田
武
彦
氏

『親
驚
思
想
』
八
六
以
下
。

3
 
拙
稿

「
三
願
転
入
に
つ
い
て
」
『他
力
本
願
』
(本
願
寺
出
版
部
)
八

三
以
下
。

4
 
拙
稿

「親
驚
に
お
け
る
仏
道
」
 (日
本
仏
教
学
会
年
報
五
四
)
。

5
 
『本
典
研
鐙
集
記
』
上
の
五
。

6
 
拙
稿

「宗
祖
に
お
け
る
伝
道
の
一
問
題
」
 (伝
道
院
紀
要

一
七
)
。

7
 
拙
稿

「
三
願
真
仮
に
つ
い
て
」
 (印
仏
研
究
二
四
の
二
)
。

8
 
石
田
充
之
氏

「親
鷲
聖
人
に
於
け
る
思
想
深
化
の
問
題
」
『親
鶯
教

学
の
基
礎
的
研
究
』
三
一
三
以
下
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
 
三
願
真
仮
、
三
往
生

(相
愛
女
子
短
期
大
学
教
授
)
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