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司
会
　
基
調
講
演
に
先
立
ち
ま
し
て
、
ご
講
演
を
賜
り
ま
す
八
木

季
生
台
下
の
ご
紹
介
を
、
廣
川
堯
敏
大
会
実
行
委
員
長
よ
り
申
し
上

げ
ま
す
。

　
廣
川
大
会
実
行
委
員
長
　
失
礼
い
た
し
ま
す
。

　
会
場
の
諸
上
人
、
ご
先
輩
の
先
生
方
は
、
も
う
十
分
に
ご
存
じ
か

と
存
じ
ま
す
が
、
慣
例
に
よ
り
ま
し
て
、
ご
講
演
を
ち
ょ
う
だ
い
い

た
し
ま
す
大
本
山
増
上
寺
法
主
　
八
木
季
生
台
下
の
ご
紹
介
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
台
下
は
、
昭
和
四
年
、
東
京
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
て
、
昭
和

二
十
六
年
、
大
正
大
学
文
学
部
を
ご
卒
業
に
な
り
ま
し
た
。

　
翌
年
か
ら
小
石
川
の
一
行
院
の
ご
住
職
を
お
務
め
に
な
ら
れ
ま
し

て
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
大
正
大
学
の
講
師
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し

て
、
我
々
の
同
僚
の
先
生
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
担
当
は
伝

道
学
の
講
座
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
台
下
は
浄
土
宗
東
京
事
務
所
長
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所

客
員
教
授
、
大
本
山
増
上
寺
布
教
師
会
会
長
、
同
教
監
、
等
の
要
職

を
ご
歴
任
な
さ
い
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
一
年
、
大
本
山
増
上
寺
第
八
十
八
世
の
法
主
を
お
継
ぎ

に
な
ら
れ
ま
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
忙
な
毎
日
を
過
ご
し
て
お

ら
れ
ま
す
。

　
主
な
著
書
と
い
た
し
ま
し
て
、『
五
重
相
伝
勧
誡
録
～
真
の
仏
弟

子
を
育
て
る
』『
授
戒
へ
の
御
講
話
』『
人
生
を
み
が
く
』
等
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　
本
日
は
、
先
程
来
い
ろ
い
ろ
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
法
然

上
人
の
八
百
年
の
大
遠
忌
で
あ
る
と
と
も
に
、
三
月
の
大
震
災
を
受

基
調
講
演

	
八
百
年
大
遠
忌
を
迎
え
て
～
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）
～八

　
木
　
季
　
生
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け
ま
し
て
、
現
在
、
葬
儀
の
あ
り
方
等
、
仏
教
界
あ
る
い
は
宗
教
界

に
対
し
ま
し
て
、
大
変
厳
し
い
声
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
皆
様
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
台
下
は
長
ら
く
布
教
の
第
一
線
で
ご

活
躍
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
本
日
は
、「
現
代
仏
教
に
お
け
る
法
然
浄

土
宗
」
の
ご
講
題
で
、
現
在
社
会
に
対
し
て
、
法
然
上
人
の
み
教
え

が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
か
等
を
お
導
き
・
ご
垂
示
を
賜

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
台
下
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
八
木
台
下
　
そ
れ
で
は
、
ご
一
緒
に
お
手
合
わ
せ
い
た
だ
き
ま
し

て
、
御
十
念
を
お
称
え
い
た
し
ま
す
。（
同
称
十
念
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
残
暑
の
厳
し
い
中
を
遠
路
お
運
び

い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

二
カ
月
ほ
ど
前
に
電
話
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、「
大
正
大
学
で
、

何
か
お
話
を
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
い
ろ
い
ろ
と
震
災
の
関
係
で
時
期
が
ず
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
本
学
の
開
始
も
四
月
で
は
な
く
て
五
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
よ
う
に
ズ
レ
が
あ
る
か
ら
、
何
か
そ
の
ズ
レ
を
ふ
さ
ぐ
た

め
の
お
話
を
申
し
上
げ
れ
ば
い
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、

「
伺
い
ま
す
」
と
言
っ
た
あ
と
で
、
総
合
学
術
大
会
の
基
調
講
演
だ

と
聞
い
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

初
め
か
ら
ご
遠
慮
申
し
上
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
宗
門
の

第
一
線
で
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
先
生
方
の
前
で
、「
私
が
、
今

さ
ら
何
を
か
言
わ
ん
や
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
昭
和
二
十
六
年
に
本
大

学
を
卒
業
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
翌
年
か
ら
文
京
区
の
一
行
院
と
い

う
寺
の
住
職
を
五
十
七
年
間
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
た
だ
い

ま
大
本
山
増
上
寺
の
ほ
う
に
お
り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
、
い
ろ
い
ろ

感
じ
た
こ
と
、
そ
の
他
の
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
回
の
総
合
学
術
大
会
で
「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い

ま
）」
と
い
う
題
が
選
ば
れ
ま
す
に
際
し
ま
し
て
、
大
会
テ
ー
マ
の

決
定
に
当
た
っ
て
、
八
百
年
大
遠
忌
と
い
う
節
目
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
現
代
仏
教
の
中
で
の
法
然
浄
土
教
を
い
か
に
捉
え
る
か
」
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
か
ら
、「
世
界
的
な
思
想
の
潮
流
の
中
で
法
然
浄
土
教

を
い
か
に
捉
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、「
現
代
社
会
の

中
で
法
然
上
人
の
ご
法
語
を
い
か
に
受
け
取
る
か
」、
そ
れ
と
、「
法

然
上
人
と
現
代
、
往
生
を
い
か
に
捉
え
る
か
」、
こ
の
四
つ
の
問
題

が
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
四
つ
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
、
八
百
年
大
遠
忌
を
迎
え
て
、
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「
法
然
上
人
の
み
教
え
を
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
大
会
テ
ー
マ
が
で

き
た
よ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

　
き
ょ
う
の
私
の
こ
れ
か
ら
お
話
申
し
上
げ
る
内
容
の
主
な
点
は
、

今
の
四
つ
の
内
容
の
中
か
ら
、「
現
代
仏
教
の
中
で
の
法
然
浄
土
教

を
い
か
に
捉
え
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
お
話
を
進
め
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　

現
代
仏
教
と
申
し
ま
し
て
も
非
常
に
数
が
多
い
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
文
化
庁
に
よ
る
と
「
十
三
宗
五
十
六
派
」
に
分
類
が
な
さ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
の
全
体
が
仏
教
と
言
わ
れ
る
か
ど
う
か
。

仏
教
と
言
い
が
た
い
よ
う
な
も
の
も
な
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

文
化
庁
の
分
類
で
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
あ

り
ま
す
。

　

ま
ず
、
最
初
に
、
現
代
仏
教
に
け
る
法
然
浄
土
教
の
位
置
づ
け
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

建
久
九
年
（
一
一
九
一
年
）
の
法
然
上
人
が
五
十
九
歳
の
と
き
で

あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
が
五
十
九
歳
に
な
ら
れ
た
年
の
春
に
、
俊
乗

房
重
源
上
人
と
問
答
が
交
わ
さ
れ
ま
し
て
、「
東
大
寺
十
問
答
」
と

い
う
題
で
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

焼
け
て
し
ま
っ
た
東
大
寺
大
仏
殿
の
復
興
を
す
る
た
め
の
勧
進
職

に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
俊
乗
房
重
源
上
人
が
、
法
然
上
人
に
こ
う
い
う

質
問
を
し
た
ん
で
す
ね
。

　
「
釈
尊
一
代
の
聖
教
を
、
皆
、
浄
土
宗
に
納
め
候
か
。
ま
た
、
三

部
経
に
限
り
候
か
」
と
い
う
ふ
う
に
お
尋
ね
を
し
た
と
こ
ろ
が
、
法

然
上
人
は
「
八
宗
九
宗
、
皆
、
い
ず
れ
も
我
が
宗
の
中
に
一
代
を
収

め
て
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
と
は
分
か
つ
な
り
」
と
い
う
ふ
う
に
お

答
え
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
「
八
宗
九
宗
、
皆
、
い
ず
れ
も
我
が
宗
の
中
に
一
代
を
収
め
て
い

る
」。
釈
尊
一
代
の
み
教
え
を
八
宗
九
宗
、「
八
宗
」
と
い
う
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
南
都
六
宗
に
真
言
・
天
台
の
二
宗
を
加
え
ま
し

て
、
八
宗
。
そ
れ
か
ら
、「
九
宗
」
と
い
う
の
に
は
達
磨
宗
が
入
っ

て
お
り
ま
す
。「
達
磨
宗
と
は
禅
宗
の
こ
と
で
あ
る
」
と
中
村
元
先

生
の
書
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
「
八
宗
九
宗
、
皆
、
い
ず
れ
も
我
が
宗
の
中
に
一
代
を
収
め

て
い
る
。
聖
道
・
浄
土
の
二
門
と
は
分
か
つ
な
り
」。
こ
う
い
う
ふ

う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
要
は
、
浄
土
宗
の
中
に
釈
尊
一
代
の
聖
教
は

す
べ
て
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
お
考
え
は
大
変
大
き
い
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
た
お
考
え

で
あ
っ
て
、
椎
尾
弁
匡
台
下
も
「
八
宗
九
宗
に
プ
ラ
ス
一
を
す
る
の

で
は
な
い
。
八
宗
九
宗
あ
る
中
に
、
浄
土
教
と
い
う
一
宗
を
加
え
る

の
で
は
な
い
。
八
宗
九
宗
イ
コ
ー
ル
一
で
あ
る
」。
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そ
う
い
う
「
一
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
お
取
り
に
な
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
椎
尾
台
下
の
お
書
き
に
な
っ
た
「
日

本
浄
土
教
の
中
核
」
と
い
う
ご
本
の
中
で
、
椎
尾
台
下
が
そ
う
い
う

ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

私
ど
も
は
、
と
か
く
、
そ
の
当
時
の
既
存
の
八
宗
九
宗
に
プ
ラ
ス

一
と
し
て
浄
土
宗
を
お
立
て
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
が
ち
で

あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
れ
は
「
プ
ラ
ス
一
」
で
は
な
く
て
、「
全

体
を
一
つ
に
ま
と
め
て
釈
尊
一
代
の
聖
教
を
一
つ
に
し
た
。
そ
れ
が

浄
土
宗
で
あ
る
」
と
い
う
お
考
え
で
あ
り
ま
す
。

　

聖
道
諸
宗
し
か
な
い
、
そ
の
聖
道
諸
宗
の
中
に
あ
り
ま
し
て
、
た

だ
並
列
的
に
他
力
浄
土
宗
と
い
う
も
の
を
お
立
て
に
な
る
と
い
う
の

で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
法
然
上
人
ほ
ど
の
す
る
ど
い
感
覚
と
読
解
力

を
持
っ
て
す
れ
ば
、
一
切
経
を
一
遍
読
め
ば
す
べ
て
ご
理
解
な
さ
り
、

五
遍
も
読
み
返
す
必
要
が
な
い
も
の
を
、
五
遍
読
み
返
し
て
、
浄
土

宗
を
お
開
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
、
老

若
男
女
、
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
、
平
重
衡
の
よ
う
な
極
悪
人
も
、
十

悪
五
逆
の
罪
人
を
も
含
め
て
救
わ
れ
る
道
を
求
め
る
と
い
う
、
当
時

の
仏
教
界
に
あ
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
万
民
救
済
の
道
を
独
立

さ
せ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
無
辺
の
教
学
を
詮

議
す
る
万
全
の
準
備
と
い
う
も
の
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
て
、
法
然
上

人
は
五
遍
も
読
み
返
し
を
な
さ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
現
代
仏
教
に
お
け
る
法
然
上
人
の
法
然
浄
土
教
の
位
置

づ
け
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
結
論
で
あ
り
ま
し
て
、
結
論
か
ら
先
に

申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

改
め
て
、「
浄
土
教
と
は
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ま
い
り
ま
す

と
、「
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
一
体
、
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
な
ら

ば
、「
浄
土
に
往
生
す
る
教
え
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ

り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
あ
っ
た
日
本
古
来
の
他

界
思
想
、
例
え
ば
、
世
間
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
死
ん
だ
ら
天
国
に
行

く
」
と
い
っ
た
考
え
方
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
本
来
の

浄
土
教
の
性
格
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
を
浄
土
教
の
本
来
の
姿
に
戻
す
な
ら
ば
、「
浄
土
に
往
生
を

し
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏
の
救
済
に
よ
る
と
こ
ろ
の
菩
薩
道
の
完
成
を

説
く
教
え
」。「
極
楽
の
お
浄
土
に
往
生
を
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済

に
よ
る
と
こ
ろ
の
菩
薩
道
の
完
成
を
説
く
教
え
」。
こ
れ
が
浄
土
教

の
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

六
時
礼
讃
の
う
ち
日
中
礼
讃
は
よ
く
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
三

尊
礼
に
『
到
彼
華
開
聞
妙
法　

十
地
願
行
自
然
彰
』
と
い
う
の
が
あ
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り
ま
す
ね
。「
か
し
こ
に
到
っ
て
花
開
き
、
そ
こ
で
十
地
の
願
行

（
菩
薩
道
）
が
完
成
さ
れ
て
い
く
」。
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
、
大
乗
仏
教

の
本
流
と
い
う
も
の
が
浄
土
教
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
ん
な

ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
浄
土
に
往
生
す
る
教
え
」、
こ

れ
が
浄
土
教
の
姿
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と

い
う
「
往
生
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
、

資
料
を
お
手
元
に
お
届
け
申
し
上
げ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
神
奈
川
県
の
東
神
奈
川
の
と
こ
ろ
に
慶
運
寺
と
い
う
お

寺
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
御
一
代
で
あ
っ
た
笹
本
戒
淨
上
人
、

大
変
お
徳
が
お
高
い
お
方
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
私
は
小
さ
い

頃
に
笹
本
上
人
に
頭
を
な
で
て
い
た
だ
い
た
記
憶
が
残
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
笹
本
戒
淨
上
人
が
荻
原
雲
來
博
士
に
質
問
を
い
た
し
ま

し
て
、
そ
の
回
答
が
お
手
元
に
あ
る
資
料
の
右
上
の
段
に
書
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
道
詠
』
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
は
ま
た
後
ほ
ど
お

話
し
申
し
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
。

往
生
の
原
語
に
就
い
て
　

拜
復
　
不
和
變
御
化
益
彌
よ
御
隆
盛
の
御
様
子
何
よ
り
慶
賀
の

至
り
で
す
、
却
說
過
日
御
手
紙
御
囘
答
大
に
延
引
し
ま
し
て
申

譯
あ
り
ま
せ
ん
、
御
答
左
にjāyate

又
はājāyate

は
單
に

「
生
る
」
と
い
ふ
義
、
此
にprati

を
冠
す
る
と

pratyājāyate

に
し
て
、「
或
も
の
と
生
る
、
或
る
處
に
生
る
、

更
に
至
る
、」
等
と
云
ふ
義
で
、
何
時
ぞ
や
申
し
上
げ
通
り
で

ご
ざ
い
ま
す
、
決
し
て
單
に
「
生
る
」
と
云
ふ
義
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
次
に
往
生
と
譯
せ
ら
れ
た
る
語
が
此
の
外
に
も
有
り
ま
し
ょ

う
が
小
生
は
一
寸
見
出
し
ま
せ
ん
、
若
し
其
の
原
語
が
判
り
ま

し
た
ら
御
報
知
を
願
ま
す
。

　
又
波
利
文
の
「
梵
を
體
と
し
」
は
正
し
か
ら
ず
、
正
し
く
は
、

「
梵
な
り
」
又
は
「
梵
の
如
し
」
と
譯
す
べ
き
で
す
、
覺
音
の

注
釋
を
見
ま
す
と
「
佛
を
最
勝
の
義
の
故
に
梵
と
す
、
又
は
梵

に
等
し
き
が
故
に
梵
の
如
し
と
す
」
と
あ
り
ま
す
、
佛
を
梵
と

云
ふ
は
威
力
等
が
梵
の
如
く
な
け
れ
ば
梵
を
借
り
て
佛
德
を
彰

す
ま
で
で
す
、
故
に
或
る
處
に
は
佛
は
梵
の
德
と
相
應
す
る
が

故
に
佛
を
梵
と
云
ふ
こ
と
も
あ
り
ま
す
、
佛
の
體
が
梵
の
體
と

同
じ
と
云
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
但
だ
梵
の
功
德
を
取
る
ま

で
で
す
、
故
に
「
生
主
、
大
我
」
な
ど
を
認
め
て
居
る
の
で
は
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あ
り
ま
せ
ん
、
但
し
地
方
の
涅
槃
經
な
ど
に
至
り
て
大
我
を
說

く
は
敎
理
の
發
達
上
印
度
哲
學
の
所
謂
ゆ
る
外
道
の
我
ア
ー
ト
マ
ンや

梵
と

同
じ
物
を
佛
性
と
認
む
る
に
至
つ
た
の
で
す
。

　
以
上
語
義
の
說
理
に
兼
ね
て
私
見
迄
亂
筆
御
容
赦
を

四
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

荻
原
雲
來
　

笹
本
戒
浄
様

　

こ
れ
は
『
荻
原
雲
來
全
集
』
と
い
う
、
今
は
非
常
に
手
に
入
れ
る

こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
ま
た
ま
私
ど
も
に
ご
ざ
い
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
を
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
れ
で
、
も
う
一
つ
ご
ざ
い
ま
し
て
。

拜
啓　

何
時
も
御
淸
昌
奉
大
賀
候
、
先
日
は
折
角
御
光
來
被
下

候
に
生
憎
不
在
御
面
晤
を
得
ず
遺
憾
の
到
り
に
候
、
其
莭
は
甜

味
澤
山
御
惠
贈
被
下
御
芳
情
の
段
多
謝
致
候
。

　

次
に
御
尋
の
「
往
生
」
の
梵
語
はpratyājāyate

（
三
人
稱

單
数
、
現
在
、
直
說
法
）
と
申
し
、jan

（
生
る
）
と
云
ふ
語

根
（root

）
に
字
緣
のā

を
加
へā-jān

に
て
、
又
は
單
に

「
生
る
」
と
云
ふ
義
に
用
ゐ
ら
る
、ā

は
「
近
く
」「
方
に
」
の

義
あ
る
接
頭
辭
に
候
、
此
に
更
にprati

（
對
し
て
、
復
た
び

等
）
て
ふ
接
頭
辭
を
加
へprati-ā-jan

が
連
聲
法
の
規
定
に

由
りpratyājan

と
な
り
「
復
た
び
生
る
」「
生
ま
れ
か
は
る
」

と
云
ふ
義
と
な
る
、
此
のpratyājān

の
三
人
稱
、
單
数
、
現

在
、
直
說
法
が
卽
ちpratyājāyate

に
な
り
、
さ
れ
ば
此
の

語
は
正
し
く
は
「
轉
生
」
と
か
「
再
生
」
と
か
譯
す
る
が
至
當

に
候
、
併
し
先
賢
が
往
生
と
譯
し
た
る
意
を
考
ふ
る
に
「
往
」

は
移
轉
の
義
に
非
ず
し
て
狀
態
の
轉
變
を
云
ふ
も
の
と
見
る
べ

き
が
如
し
、
卽
ち
現
佐
の
生
の
狀
態
が
轉
變
し
て
他
の
生
の
狀

態
と
な
る
を
以
て
此
を
往
生
と
解
す
べ
き
が
如
し
、
極
樂
國
土

を
立
つ
る
經
文
に
あ
り
て
はpratyājāyate

が
往
生
と
譯
さ

れ
て
此
が
彼
の
國
に
往
き
て
生
る
と
云
ふ
義
に
取
ら
る
ゝ
も
不

當
に
非
れ
ど
も
極
樂
國
土
を
立
て
ざ
る
其
他
地
方
國
土
經
文
に

あ
り
て
も
此
の
語
あ
り
、
例
せ
ば
、
波
利
に
て
は
此
を

paccājāyati

に
作
り
波
利
の
中
阿
含
や
相
應
阿
言
中
に
散
見

せ
り
、
此
等
の
典
據
よ
り
見
れ
ば
往
生
は
彼
の
國
に
往
き
て
生

る
の
義
に
非
ず
し
て
、
單
に
現
生
を
捨
て
ゝ
來
生
を
受
く
と
云

ふ
義
と
解
す
べ
し
。

　
以
上
取
り
急
ぎ
御
返
事
ま
で
　
匇
々

十
二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荻
原
雲
來
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と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
荻
原
雲
來
博
士
、
こ
の
お
方
の
お
い
で
に
な
っ
た
誓
願
寺
は
、
現

在
は
多
磨
墓
地
の
入
り
口
の
と
こ
ろ
に
そ
の
お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

非
常
に
梵
語
に
詳
し
い
お
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
荻
原
雲
來
博
士
の
言
葉
に
よ
り
ま
し
て
も
、「
往
生
」
と
い

う
こ
と
の
意
味
、
こ
れ
が
ど
う
も
、
と
か
く
間
違
え
ら
れ
が
ち
で
あ

り
ま
す
。
一
番
簡
単
に
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
「
往
生
＝
死
、
死

ぬ
」
と
い
う
ふ
う
に
間
違
え
て
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、「
遠
い
と
こ
ろ
に
往
く
ん
で
あ
る
か
ら
」
と
言
っ
て
、

現
在
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
お
寺
の

住
職
が
檀
家
の
お
方
の
葬
儀
に
際
し
ま
し
て
、
納
棺
の
儀
に
立
ち
会

う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
以
前

は
よ
く
、
そ
の
納
棺
の
と
き
に
手
甲
・
脚
絆
を
付
け
ま
し
て
、
笠
を

持
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
杖
を
い
れ
た
り
、
そ
ん
な
作
法
を
す
る
よ
う

で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
ふ
う
に
、「
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
遠
い
と
こ
ろ
に

往
く
ん
だ
」
と
。「
此
岸
の
娑
婆
世
界
か
ら
、
彼
岸
の
世
界
に
往
く
」。

こ
の
部
分
だ
け
が
強
調
さ
れ
ま
し
て
、「
場
所
的
な
移
動
」
と
い
う

よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、「
化
生
」
と
い
う
意
味
。『
捨
此

往
彼　

蓮
華
化
生
』
の
「
往
」
と
「
生
」
で
す
ね
。
そ
の
『
蓮
華
化

生
』
の
「
化
生
」
の
意
味
か
ら
考
え
て
み
ま
し
て
も
、「
状
態
が
変

化
す
る
」、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
胎
卵
湿
化
の
四
生
」
と
い
い
ま
す
が
、
生
ま
れ
方
に
は
「
胎
生
」

と
い
う
、
哺
乳
動
物
の
よ
う
な
親
の
か
た
ち
を
小
さ
く
し
た
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
か
た
ち
。
そ
れ
か
ら
、
鳥
や
爬
虫
類

の
よ
う
に
「
卵
」
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
か
た
ち
。
そ
れ
か
ら
、

「
湿
生
」
と
い
う
、
ジ
メ
ジ
メ
し
た
と
こ
ろ
に
生
命
が
発
生
す
る
。

そ
れ
と
、「
化
生
」
で
あ
り
ま
す
。

　
「
化
生
」
と
い
う
の
は
「
状
態
の
変
化
」
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
毛

虫
の
よ
う
で
あ
っ
た
も
の
が
、
美
し
い
羽
根
を
付
け
て
、
空
を
舞
う

よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
。
そ
う
い
う
「
生
ま
れ

変
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
れ
が
、「
此
岸
の
娑
婆
世
界
を
離
れ
て
、
十
万
億
土
先
の
彼
岸

に
往
く
」
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
た
と
同
時
に
、「
往
生
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
は
死
を
意
味
す
る
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

往
生
浄
土
の
境
界
と
い
う
も
の
は
、
次
元
の
異
な
る
超
常
現
象
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
で
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
状

況
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
次
元
が
違
い
ま
す
か
ら
、
お

釈
迦
様
が
悟
ら
れ
た
真
理
の
内
容
と
い
う
も
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
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は
全
く
別
世
界
の
こ
と
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
修
行
を
し
た
り
、
お
念
仏
を
し
た
り
す
る
と
い
う
と
、

そ
の
真
理
の
状
態
が
表
れ
て
く
る
、
具
体
化
し
て
く
る
。
こ
う
い
う

ふ
う
に
表
れ
て
く
る
、
具
体
化
す
る
、
現
象
す
る
と
い
う
具
体
的
な

体
験
と
な
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
は
も
う
想
像
の
世
界
を
離
れ
ま
し
て
、

「
あ
る
と
か
な
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
信
じ
る
と
か
信
じ
な
い
と

か
」、
そ
う
い
う
問
題
で
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

し
か
し
、「
生
き
な
が
ら
に
し
て
三
昧
発
得
を
し
た
」
と
い
う
よ

う
な
聖
者
方
の
残
さ
れ
た
お
言
葉
、
お
歌
等
に
よ
り
ま
し
て
、
ほ
ぼ

想
像
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

法
然
上
人
の
お
歌
と
し
て
は
、『
阿
み
だ
仏
と
こ
こ
ろ
は
西
に
う

つ
せ
み
の　

も
ぬ
け
は
て
た
る
こ
え
ぞ
涼
し
き
』
と
い
う
お
歌
で
あ

る
と
か
、
そ
れ
か
ら
、『
阿
弥
陀
仏
と
申
す
ば
か
り
を
つ
と
め
に
て　

浄
土
の
荘
厳
見
る
ぞ
う
れ
し
き
』。
こ
う
い
う
お
歌
な
ど
は
、
そ
の

状
態
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

先
ほ
ど
も
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
、
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
寺

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
ほ
ど
近
い
、
文
京
区
の
巣
鴨
の
先
、
地

下
鉄
で
す
と
二
駅
先
で
す
。
そ
こ
に
一
行
院
と
い
う
寺
が
ご
ざ
い
ま

し
て
、
私
は
そ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
ん
で
す
。

　

男
の
兄
弟
が
三
人
お
り
ま
し
た
か
ら
、
兄
は
早
く
に
病
気
の
た
め

に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
二
番
目
の
兄
が
寺
の
跡
を
継
ぐ
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
三
番
目
で
あ
っ
た
私
は
十
年
、
年
が
違
う
わ
け

で
す
。

　

私
は
、
昭
和
二
十
年
、
海
軍
の
兵
学
校
に
入
り
ま
し
て
、「
軍
人

に
な
ろ
う
」
と
は
も
と
も
と
思
っ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
と
で
す

け
れ
ど
も
、「
た
ま
た
ま
試
験
を
受
け
た
ら
、
そ
こ
に
受
か
っ
た
」

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。
そ
の
兄
が
戦
死
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

あ
の
当
時
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
で
す
。
わ
か
る
ま
で
に
は
二
年

ぐ
ら
い
の
間
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

昭
和
二
十
年
、
終
戦
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、
東
京
医
科
歯
科
大
学

の
医
学
部
に
行
き
ま
し
て
、
外
科
医
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
兄
は
戦
死
す
る
。
私
は
一
番
ば
っ
ち
（
末
っ
子
）

で
あ
り
ま
す
た
め
に
、
父
親
は
年
を
取
っ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
当

時
の
状
況
で
は
と
て
も
、
私
が
医
学
を
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、

経
済
的
に
も
難
し
い
し
、
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
「
寺
の
跡
を
ど
う
す

る
か
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
し
て
。
そ
れ
で
方
向
転
換
を
い
た
し

ま
し
て
、
当
大
学
に
移
っ
た
わ
け
で
す
。

　
私
が
生
ま
れ
た
一
行
院
と
い
う
寺
は
、
徳
本
行
者
と
い
う
お
方
が
、

晩
年
、
十
一
代
将
軍
家い
え
斉な
り
の
要
請
に
よ
っ
て
江
戸
へ
出
て
こ
ら
れ
ま

し
て
、
伝
通
院
に
ず
っ
と
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、「
伝
通
院
に
お
ら
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れ
ま
す
る
と
い
う
と
、
余
り
に
も
多
く
の
人
た
ち
が
来
る
か
ら
、
静

か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
伝
通

院
と
一
谷
越
し
ま
し
た
と
こ
ろ
の
場
所
に
あ
っ
た
小
さ
な
寺
を
改
造

い
た
し
ま
し
て
、
徳
本
行
者
の
永
住
の
場
所
と
し
た
も
の
が
、
一
行

院
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
寺
も
焼
け
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
失
い
ま
し
た
。

　

徳
本
行
者
と
い
う
方
は
、
四
歳
の
と
き
に
、
自
分
の
遊
び
友
達
が

急
死
を
い
た
し
ま
し
て
、
母
親
に
「
あ
の
友
達
は
ど
こ
へ
行
っ
た
ん

だ
」
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
母
親
が
「
あ
の
子
は
死
ん
だ

ん
だ
。
死
ん
だ
子
は
再
び
返
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
、
お
前
が
、
死

ぬ
の
が
怖
い
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
念
仏
を
す
る
こ
と
だ
」

と
、
徳
本
行
者
が
四
歳
の
と
き
に
母
親
が
そ
う
い
う
教
え
を
し
た
ん

で
す
ね
。

　

徳
本
行
者
が
生
ま
れ
た
場
所
は
、
和
歌
山
県
で
一
番
四
国
の
ほ
う

に
飛
び
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
日
の
岬
」
と
い
う
、
半
島
と
い
う

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
岬
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
の
岬
と
い
う
の

は
、
日
高
川
と
い
う
川
が
日
の
岬
の
南
の
ほ
う
を
流
れ
て
い
ま
す
。

川
の
出
口
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
北
の
ほ
う
に
志
賀
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
て
、
志
賀
と
い
う
の
は
志
賀
高
原
の
「
志
賀
」
を
書
く

の
で
す
が
、
そ
の
志
賀
の
農
家
の
長
男
に
生
ま
れ
た
の
が
、
徳
本
行

者
で
あ
り
ま
す
。

　

小
さ
い
と
き
に
そ
う
い
う
指
導
を
母
親
か
ら
受
け
ま
し
て
、「
出

家
を
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
が
、
農
家
の
長
男
と
い

う
の
は
出
家
が
な
か
な
か
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
、
畑

仕
事
を
す
る
合
間
に
も
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て

い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

和
歌
山
県
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
こ
の
間
、
大
変
大
き
な
災
害
を
田

辺
の
あ
た
り
は
受
け
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
た
ば
こ
の
産
地
で
す
。

た
ば
こ
の
産
地
で
あ
る
た
め
に
、
た
ば
こ
に
虫
が
つ
く
。
そ
の
虫
を
、

み
ん
な
一
つ
ず
つ
取
っ
て
は
潰
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
徳
本
行
者
は
「
そ
れ
は
虫
の
生
を
な
く
す
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
」
と
い
う
の
で
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
た
ば
こ
栽
培
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
畑
の
周
り
を
歩
く
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
畑
の

中
の
虫
が
い
な
く
な
る
と
い
う
の
で
、「
あ
っ
ち
に
も
来
て
く
れ
」

「
こ
っ
ち
に
も
来
て
く
れ
」
と
頼
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
無
限
に
可
能
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

そ
れ
で
と
う
と
う
、
念
仏
を
唱
え
る
代
わ
り
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

六
字
名
号
を
書
い
た
石
を
畑
の
隅
に
建
て
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
そ

の
畑
の
中
の
た
ば
こ
の
葉
に
つ
く
虫
が
い
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
よ

う
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
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で
す
か
ら
、
徳
本
行
者
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
名
号
が
書
か
れ
た

石
「
名
号
石
」
と
い
う
の
が
各
地
に
非
常
に
多
い
と
い
う
理
由
は
、

そ
こ
に
原
因
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
、
あ
る
非
常
に
大
雪
の
降
っ
た
日
に
、
和
歌
山
県
と
い
え

ど
も
雪
の
降
る
と
き
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
人
の
旅
の
お
方
を
一
夜

の
宿
に
お
泊
め
す
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
翌
朝
、
旅
立
と
う
と
い
う
と
き
に
、
十
九
歳
ぐ
ら
い
で

し
ょ
う
か
ね
、
徳
本
行
者
の
顔
を
つ
く
づ
く
と
の
ぞ
き
込
ん
で
、

「
あ
な
た
、
す
ば
ら
し
い
相
貌
を
し
て
い
る
人
だ
。
あ
な
た
に
こ
れ

を
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
一
枚
の
紙
を
も
ら
っ
た
の
で
す
。

そ
の
一
枚
の
紙
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
一
枚
起
請
文
」
の

書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
以
来
、「
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
」
と
言
っ
て
、
そ
れ

を
首
か
ら
下
げ
て
、
一
生
涯
、
あ
の
一
枚
起
請
文
の
と
お
り
の
六
十

一
歳
の
生
涯
を
送
っ
た
お
方
で
す
。

　

そ
う
い
う
特
異
な
お
方
で
す
か
ら
、「
誰
を
師
匠
に
し
た
」
と
か
、

「
誰
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
」
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
全
く
な
い

ん
で
す
。
た
だ
、
近
く
の
お
寺
の
大
円
と
い
う
お
方
か
ら
「
三
帰
五

戒
」
を
授
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
過
去
し
か
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
、
日
高
川
の
支
流
の
千
津
川
と
い
う
と
こ
ろ
に
庵
を
結
び

ま
し
て
、
そ
こ
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
念
仏
を
す
る
。
そ
の
念
仏
を

す
る
間
は
、
髪
は
伸
び
放
題
、
爪
は
伸
ば
し
放
題
。
そ
れ
で
、
た
だ

ひ
た
す
ら
に
念
仏
と
礼
拝
を
繰
り
返
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
今
で
も
、
千
津
川
の
落
合
谷
と
い
う
と
こ
ろ
に
参
り

ま
す
る
と
い
う
と
、「
礼
拝
石
」
と
い
う
石
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

の
石
の
膝
を
つ
く
場
所
の
と
こ
ろ
が
二
つ
凹
ん
で
い
る
ん
で
す
。
そ

の
ぐ
ら
い
身
作
り
を
し
て
は
礼
拝
を
し
、
さ
ら
に
念
仏
を
し
た
ん
で

す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
各
地
を
歩
い
て
は
念
仏
を
勧
め
る
と
い
う
こ
と
を
し
、

自
ら
の
修
行
も
し
た
の
で
す
が
、
余
り
に
も
異
様
な
姿
を
し
て
い
る

も
の
で
す
か
ら
、「
そ
れ
で
は
い
か
ん
」
と
い
う
の
で
、
京
都
の
鹿

ヶ
谷
の
法
然
院
に
行
っ
た
と
き
に
、
初
め
て
頭
を
そ
り
、
着
る
も
の

を
変
え
て
、
そ
し
て
僧
形
に
改
め
た
と
い
う
こ
と
が
、
お
伝
記
の
中

に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
場
所
は
、
鹿
ヶ
谷
の
法
然
院
に
参
り
ま
す
る
と
い
う
と
、
茅

葺
き
の
山
門
が
あ
り
ま
す
。
山
門
の
左
側
手
前
に
「
金
毛
院
」
と
い

う
塔
頭
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
金
毛
院
に
は
、
典
寿
律
師
と
い
う
天
台
の
学
問
に

大
変
深
い
造
詣
を
持
っ
た
お
方
が
い
た
。
そ
れ
で
、「
今
、
こ
の
同

じ
と
こ
ろ
に
、
徳
本
と
い
う
念
仏
行
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
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が
、
あ
れ
は
学
問
を
し
た
人
間
で
な
い
。
自
分
は
長
年
苦
労
し
て
学

を
極
め
た
人
間
で
あ
る
か
ら
、
挨
拶
は
し
な
い
で
い
い
」
と
思
っ
て
、

挨
拶
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
、
徳
本
行
者
が
廊
下
を
歩
い
て
い
て
、
そ

の
姿
が
障
子
に
映
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
見
た
と
き
に
、「
こ
れ

は
た
だ
び
と
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
、

面
会
し
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
が
、
学
問
を
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
今
ま

で
自
分
が
苦
労
し
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
の
仏
典
の
内
容
の
こ
と
を
ほ
と

ん
ど
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
び
っ
く
り
し
ま
し
て
、
そ
れ
以
来
、
典

寿
律
師
は
、
自
分
の
弟
子
に
「
念
仏
の
行
者
を
侮
っ
て
は
い
け
な

い
」、
そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
注
意
を
し
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
徳
本
行
者
は
江
戸
に
出
て
き
ま
し
て
、
伝
通
院
に
来
ら

れ
た
と
き
に
、
伝
通
院
の
君
誉
智
厳
と
い
う
貫
首
か
ら
五
重
の
作
法

を
受
け
る
ん
で
す
。
宗
戒
両
脉
、
布
薩
の
法
式
を
受
け
三
巻
七
書
を

賜
り
ま
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
貫
首
が
「
あ
な
た
は
修
行
中
に
、
浄
土
宗
の
宗
要
、

要
点
を
す
べ
て
自
得
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
い
る
け
ど
、
ど

う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
受
け
た
の
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
で

述
べ
た
徳
本
行
者
の
言
う
内
容
と
い
う
も
の
は
、
宗
の
決
ま
り
で
あ

る
と
こ
ろ
の
内
容
を
深
く
理
解
し
、
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
び
っ
く
り
し
た
と
有
名
な
話
も
残
っ
て
お

り
ま
す
が
、
お
伝
記
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

戸
松
啓
真
台
下
が
、
そ
れ
を
『
徳
本
行
者
全
集
』
と
い
う
も
の
に

し
て
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
う
い
う
、
本
当
に

自
ら
、
学
問
を
師
か
ら
受
け
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
行
だ
け
で

も
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
体
得
し
て
、
そ
し
て
読
ん
だ
詠
が
「
言
葉
の

末
」
と
い
う
本
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
資
料
の
左
上
に
出
て
い
る

と
こ
ろ
の
『
徳
本
行
者
の
お
歌
』
で
あ
り
ま
す
。
数
は
た
く
さ
ん
あ

る
の
で
す
が
、
中
か
ら
数
点
を
選
ん
で
、
ち
ょ
っ
と
書
い
て
ご
ざ
い

ま
す
。

　
「
身
は
こ
こ
に
心
は
い
つ
も
極
楽
へ　

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
唱
え
い

る
人
」
と
か
、「
極
楽
は
十
万
億
土
へ
だ
つ
れ
ど　

唱
ふ
る
た
び
に

行
き
つ
戻
り
つ
」、
そ
れ
か
ら
「
一
心
に
な
む
あ
み
だ
仏
を
い
ふ
時

は　

我
が
あ
み
だ
か
阿
弥
陀
が
我
か
」。

　

そ
れ
か
ら
、「
徳
本
は
な
む
あ
み
だ
仏
の
異
名
に
て　

本
家
に
帰

れ
ば
あ
る
じ
な
り
け
り
」。
こ
れ
は
、
意
味
は
大
変
難
し
い
の
で
す

が
、
徳
本
と
い
う
の
は
、
結
局
、
こ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
の
異
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
家
大
元
に
帰
る
と
い
う
と
、

そ
の
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
最
後
の
も
の
は
詠
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、「
勧
誡
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録
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に
「
徳
本
が
仏
に
な
る
こ

と
は
難
し
い
が　

仏
が
徳
本
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
」。
そ
ん
な
言
葉

を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

十
一
代
将
軍
家い
え
な
り斉

公
と
い
う
方
は
、
十
代
将
軍
に
子
供
さ
ん
が
な

か
っ
た
た
め
に
、
水
戸
家
か
ら
入
っ
た
お
方
で
す
が
、
こ
の
十
一
代

将
軍
の
実
母
、
水
戸
の
お
母
さ
ん
が
重
病
に
な
り
ま
し
て
、
医
者
が

「
も
う
助
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
と
き
に
、
臨
終
の
善
知
識
と
し
て
、

御
殿
に
呼
ば
れ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
の
と
き
に
、
徳
本
行
者
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
た
だ
枕
元

で
念
仏
を
唱
え
た
だ
け
で
す
が
、
不
思
議
と
、「
助
か
ら
な
い
」
と

言
わ
れ
た
お
方
が
快
方
に
向
か
い
ま
し
て
、
そ
し
て
、
つ
い
に
床
払

い
を
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
、
十
一
代
将
軍
が
「
こ
の
お
方
は
、
大
変
な
お
方
だ
。
ぜ

ひ
と
も
江
戸
に
残
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
晩
年
は
江
戸
に

お
い
て
、
文
政
元
年
に
六
十
一
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
お
方
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
お
方
々
の
お
歌
等
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
元
祖
様
の
お

歌
と
い
い
、
徳
本
行
者
の
歌
と
い
い
、
こ
れ
は
ご
自
分
の
体
験
を
歌

に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
椎
尾
台
下
が
、
昭
和
三
十
九
年
で
し
た
か
、
百
五
十

回
忌
に
な
っ
た
と
き
に
お
出
で
を
願
っ
て
、
百
五
十
回
忌
を
お
勤
め

し
た
の
で
す
が
、
椎
尾
台
下
は
徳
本
行
者
の
こ
と
を
「
行
者
さ
ん
、

行
者
さ
ん
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
徳
本
行
者
の
こ
と
を
、
椎
尾
台
下
は
「
徳
本
行
者
ク
ラ
ス
に

な
る
と
、
念
仏
を
口
で
唱
え
る
よ
り
は
、
も
う
全
身
が
念
仏
に
な
る

ん
だ
。
脈
拍
が
念
仏
を
打
つ
」
と
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。「
脈
拍
が
念
仏
を
す
る
」
と
い
う
話
は
初
め
て
聞
き
ま
し

た
が
、
椎
尾
台
下
は
そ
ん
な
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と

を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
一
日
に
六
万
遍
、
七
万
遍
の
念
仏
を
唱
え
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
を
お
伝
記
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
。
一
日
に
六
万
遍
、

七
万
遍
の
お
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
。
特
に
、
現
代
の
よ
う
に
忙
し
い
時
代
に
な
る
と
、
日
常

生
活
の
中
で
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と

で
す
。

　

そ
し
て
、「
往
生
」
と
い
う
言
葉
が
「
死
」
と
結
び
つ
か
れ
て
理

解
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、「
往
生
」
と
い
う
言
葉
を
、
一

枚
起
請
文
の
真
意
を
表
に
出
さ
な
い
と
い
う
と
、
念
仏
を
避
け
る
人

が
、
特
に
若
い
人
に
は
多
く
出
て
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
法
然
上
人
が
比
叡
山
を
お
下
り
に
な
っ
た
の
が
四
十
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三
歳
の
と
き
で
す
ね
。
そ
れ
以
後
、
西
山
の
広
谷
の
遊
蓮
房
円
照
の

と
こ
ろ
の
臨
終
に
お
立
ち
会
い
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
非
常
に
法

然
上
人
ご
自
身
の
参
考
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、「
円
照
に
会
っ

た
こ
と
は
…
」
と
い
う
ふ
う
に
法
然
上
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　

そ
の
後
、
法
然
上
人
が
「
加
茂
の
河
原
屋
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
お

い
で
に
な
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
五
十
四
歳
の
と
き

に
大
原
問
答
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
四
十
代
の
後
半
か

ら
五
十
代
の
初
め
頃
に
お
詠
み
に
な
っ
た
お
歌
だ
と
思
い
ま
す
が
、

「
我
は
た
だ　

仏
に
い
つ
か　

葵
草　

心
の
端つ
ま

に　

掛
け
ぬ
日
ぞ
な

き
」
と
い
う
お
歌
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
常
に
心
に
思
う
こ
と
は
阿
弥
陀
様
の
こ
と
で
あ
り
、

一
目
で
い
い
か
ら
、
生
き
た
阿
弥
陀
様
に
お
目
に
か
か
り
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
と
き
が
「
加
茂
の
河
原
屋
」、
今
は

相
国
寺
と
い
う
臨
済
宗
の
お
寺
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

御
所
の
北
に
同
志
社
大
学
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
さ
ら

に
北
に
相
国
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
。
こ
の
御
所
を
出
発
し
た
葵
祭

で
す
ね
、
五
月
の
十
五
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
京
都
三
大
祭
り
の
一
つ

で
あ
る
葵
祭
が
、
丸
太
町
通
り
か
ら
河
原
町
通
り
の
角
を
曲
が
っ
て
、

下
鴨
神
社
の
ほ
う
に
参
り
ま
す
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
相
国
寺
の

位
置
か
ら
は
、
そ
の
当
時
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
列
が
見
え
た
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
牛
の
引
く
車
、
牛ぎ
っ

車し
ゃ

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
れ
に

葵
の
草
を
つ
け
ま
し
て
、
春
行
わ
れ
る
葵
祭
。

　

そ
の
と
き
に
詠
ま
れ
た
お
歌
、「
我
は
た
だ　

仏
に
い
つ
か　

葵

草　

心
の
端
に　

掛
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」「
生
き
た
如
来
様
に
お
目
に

か
か
り
た
い
」「
仏
様
に
お
会
い
し
た
い
」
と
い
う
心
持
ち
で
、
法

然
上
人
が
熱
心
に
お
念
仏
を
な
さ
っ
て
い
た
、
そ
の
気
持
ち
を
私
た

ち
は
い
た
だ
く
と
き
に
、
口
に
出
し
て
お
念
仏
を
唱
え
れ
ば
そ
れ
は

も
ち
ろ
ん
一
番
い
い
の
で
す
が
、
現
代
は
な
か
な
か
そ
れ
が
で
き
な

い
。

　

そ
れ
で
、
阿
弥
陀
様
の
御
影
像
を
小
さ
く
し
た
写
真
、
そ
れ
を
定

期
入
れ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
し
て
、
そ
し
て
肌
身
離
さ
ず
持
っ
て
い

る
と
、
そ
れ
だ
け
で
も
阿
弥
陀
様
の
お
恵
み
と
い
う
も
の
が
い
た
だ

け
る
と
、
私
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
、
こ
れ
を
よ
く
お
勧
め
す
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

増
上
寺
に
「
黒
本
尊
」
と
い
う
徳
川
家
康
公
の
念
持
仏
が
ご
ざ
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
大
変
大
き
な
念
持
仏
で
、
徳
川
家
康
公
は
「
安
国

院
殿
」
と
い
う
ご
戒
名
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
安
国
院
殿
か
ら
安

国
殿
に
、
今
、「
黒
本
尊
」
が
納
め
ら
れ
て
い
て
い
ま
す
。

　

普
段
は
閉
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、「
正
五
九
（
し
ょ
う
ご
く
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う
）」
で
す
か
ら
、
一
月
、
五
月
、
九
月
で
す
か
、
こ
の
三
回
の
十

五
日
に
ご
開
帳
申
し
上
げ
て
、
そ
の
正
五
九
の
日
に
は
細
め
に
お
開

け
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
念
持
仏
は
、
戦
場
を
回
っ
て
、
年
月
も
経
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
真
っ
黒
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
徳
川
家
康
公
は
そ
う
い
う
念

持
仏
を
持
た
れ
た
と
い
う
こ
と
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
も
、
口
に
唱
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
肌
に
阿
弥
陀
様
の
御
影

像
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
信
仰
を
高
め
る
上
で
大
変
役
に
立
つ
も

の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
現
代
社
会
と
浄
土
教
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。

　

本
来
、
真
実
と
い
う
も
の
は
自
然
界
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
の
彼
岸

に
こ
そ
あ
る
の
で
す
が
、
現
代
、
こ
れ
ま
で
に
自
然
科
学
が
発
達
い

た
し
ま
す
と
い
う
と
、
科
学
を
過
信
す
る
余
り
、
自
分
の
存
在
す
る

世
界
の
延
長
上
に
お
浄
土
を
考
え
て
、
お
浄
土
と
自
分
と
を
同
じ
レ

ベ
ル
に
考
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
お
浄
土
の
世
界
は
「
絶
対
無
限
の

世
界
」
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
絶
対
無
限
の
世
界
と
、
相
対
有
限

の
私
ど
も
の
こ
の
現
世
界
と
は
、
十
万
億
土
の
隔
た
り
が
あ
る
わ
け

で
す
。

　

そ
れ
で
、
現
代
に
念
仏
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
ば
、
科
学
一
辺
倒
の
人
た
ち
も
「
彼
岸
の
世

界
」
を
理
解
し
て
く
れ
る
、
そ
う
い
う
育
て
方
を
し
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

近
年
、
大
分
前
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
と

い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
う
の
は
、

臨
終
に
際
し
て
、
亡
く
な
る
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
受
け
る
か

ら
、
そ
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
死
と
い
う
も
の
を
「
タ
ー
ミ
ナ
ル

だ
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
い
う
浄
土
教
は
、
死
は
決
し
て
タ
ー
ミ

ナ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
は
な
く
て
、
浄
土
に
参
っ

て
こ
そ
、
そ
こ
に
「
順
次
の
往
生
」、
阿
弥
陀
様
か
ら
の
無
限
の
お

育
て
を
い
た
だ
い
て
、
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
般
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
う
と
、「
人
生
の
最

期
に
終
末
医
療
と
し
て
医
療
を
施
す
、
こ
れ
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

だ
」
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
て
一
般
化
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
五
重
相
伝
の
中
に
は
「
三
種
行
儀
」
と
い
う

行
儀
が
あ
っ
て
、
三
種
行
儀
の
中
に
は
「
臨
終
行
儀
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
家
庭
で
も
っ
て
臨
終
を
迎
え
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る
と
い
う
お
人
は
非
常
に
少
な
く
な
り
ま
し
て
、
特
に
都
会
な
ど
に

お
き
ま
し
て
は
、
病
院
で
臨
終
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
が
多
く
な
っ

て
、
三
種
行
儀
の
よ
う
な
臨
終
行
儀
と
い
う
も
の
が
実
際
に
行
え
な

く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
我
々
の
自
然
界
を
超
越
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
絶

対
無
限
の
世
界
、「
お
浄
土
の
世
界
」
を
無
視
す
る
と
い
う
傾
向
の

あ
る
現
代
人
は
、「
死
が
最
期
だ
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
だ
」
と
思
う
か
ら
、

「
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
あ
っ
た
ら
、
も
う
そ
れ
で
終
わ
り
だ
」。
そ
の
こ
と

が
葬
送
儀
礼
ま
で
を
も
否
定
し
て
く
る
と
い
う
傾
向
に
な
っ
て
き
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
私
は
五
十
七
年
間
、
住
職
を
し
て
い
た
と
申
し
上
げ
ま

し
た
。
昭
和
二
十
七
年
か
ら
住
職
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
は
、
ま

だ
、
葬
儀
に
対
し
ま
し
て
、
七
日
ご
と
に
お
参
り
に
行
く
と
か
、
そ

う
い
う
作
法
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
、「
直じ
き
葬そ
う
」
な
ど
と
い
う
言
葉

が
世
間
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
亡
く
な
っ
て
火

葬
に
す
る
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
、
お
寺
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
言

っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

特
に
、
こ
の
「
直
葬
」
な
ん
て
い
う
言
葉
は
、
ご
く
最
近
、
一
般

化
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
往
生
浄
土
の
意
味
の
取
り

間
違
い
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
科
学
一
辺
倒
の
時
代
に
な
っ
て
き
て
、

浄
土
教
の
存
在
と
い
う
も
の
、
本
来
の
存
在
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
第

一
の
表
れ
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

阿
弥
陀
様
の
存
在
さ
れ
る
お
浄
土
の
世
界
、
そ
れ
と
、
私
ど
も
の

存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
有
限
相
対
の
世
界
が
同
一
レ
ベ
ル
に
存
在

す
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
間
違
い
が
生
じ
て
き
て
い
る
の

で
す
。

　

極
楽
の
世
界
、
お
浄
土
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
相
対
有
限

の
世
界
を
離
れ
た
、
絶
対
無
限
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
無
限
の

世
界
に
あ
る
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
様
と
、
私
ど
も
と
の
隔
た
り
と
い
う

も
の
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
十
万
億
土
の
隔
た

り
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
の
隔
た
り
と
い
う
も
の
の
連
絡
を
と
る
も
の
が
、
法
然
上
人
の

お
っ
し
ゃ
る
「
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
お
唱
え
す
る
」
こ
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
極
楽
の
世
界
に
生
ま
れ
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
様
の
お

育
て
を
い
た
だ
い
て
、
絶
対
無
限
の
阿
弥
陀
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
「
本
家
へ
帰
れ
ば
あ
る
じ
な
り
け
り
」
と
徳
本
行
者
が
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
世
界
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
て
い
く
。

　

そ
こ
ま
で
浄
土
教
を
深
め
て
い
か
な
い
と
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

今
の
時
代
に
浄
土
教
の
理
解
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
、
そ
の
「
有
限
性
と
無
限
性
」
と
い
う
も
の
の
理
解
を
し
て
も
ら
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う
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
「
死
と
い
う
も
の
が
人
間
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ
る
」。
こ
れ
は
人
間

の
肉
体
生
命
の
最
期
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
そ
の
も
の
の
生

命
の
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
極
楽
に
往
生
し
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら

阿
弥
陀
様
の
お
導
き
を
い
た
だ
き
、「
発
願
文
」
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
『
彼
の
国
に
到
り
お
わ
っ
て
、
六
神
通
を
得
て
、
十
方
界
に
か
え

っ
て
、
苦
の
衆
生
を
救
摂
せ
ん
』
と
い
う
、
あ
そ
こ
の
世
界
ま
で
入

っ
て
い
く
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
極
楽
の
世
界
と
、
有
限
の
私
ど
も
が
住
ん
で
い

る
世
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
固
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
び

つ
き
が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏　

六
字
名
号
」
を
口
に
唱
え
る
と
い
う

行
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
法
然
上
人
が
お
念
仏
の
信
仰
を
確

立
な
さ
っ
た
そ
の
お
陰
で
、
戒
定
慧
三
学
に
よ
ら
ず
し
て
、「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
の
世
界
に
生
ま
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

お
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
様
の
お
導
き

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
決
し
て
、
死
そ
の
も
の
は
タ
ー

ミ
ナ
ル
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
い
う
言
葉
が
一
般
的

に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
う

も
の
は
あ
く
ま
で
も
肉
体
生
命
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ
っ
て
、
私
ど
も

が
持
っ
て
い
る
そ
の
無
限
性
ま
で
を
も
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
浄
土
教
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
法
然
上
人
の
み
教
え
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
ス
ケ
ー

ル
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
法
然
上
人
二
十
五
霊
場
の
詠
歌
」
の
中
に
、『
お
ぼ
つ
か
な　

た

れ
か
い
ゝ
け
む
小
松
と
ハ　

く
も
を
さ
ゝ
ふ
る　

た
か
ま
つ
の
え

だ
』
と
い
う
お
歌
が
ご
ざ
い
ま
す
。「
二
十
五
霊
場
の
詠
歌
」
の
中

で
は
、「
二
番
目
の
法
然
寺
の
お
歌
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
よ

く
似
た
も
の
が
「
小
松
の
庄
の
正
林
寺
」
と
い
う
お
歌
に
も
あ
り
ま

す
。

　

小
松
谷
の
正
林
寺
と
い
う
の
は
、
京
都
の
五
条
通
の
南
側
に
平
行

し
て
走
っ
て
い
る
渋し
ぶ
谷た
に
通
と
い
う
通
り
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
面
し
て

お
寺
が
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
、
晩
年
、
そ
こ
に
お
い
で
に
な

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
お
い
で
の
頃
に
、「
住
蓮
・
安
楽

の
問
題
」
が
起
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
七
十
五
歳
で
も
っ
て
四
国
に

流
罪
に
な
る
と
い
う
現
象
が
起
き
ま
し
た
。

　

こ
の
『
お
ぼ
つ
か
な　

た
れ
か
い
ゝ
け
む
小
松
と
ハ　

く
も
を

さ
ゝ
ふ
る　

た
か
ま
つ
の
え
だ
』
と
い
う
お
歌
は
、
四
国
の
ま
ん
の

う
町
、
満
濃
池
が
あ
り
ま
す
の
で
「
ま
ん
の
う
町
」
と
い
う
場
所
で

あ
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
が
流
罪
に
な
っ
て
四
国
の
ま
ん
の
う
町
に
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お
い
で
に
な
っ
た
頃
に
、
生
福
寺
と
い
う
お
寺
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
の
生
福
寺
で
も
っ
て
お
詠
み
に
な
っ
た
お
歌
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
、
現
地
に
行
っ
て
み
ま
す
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

お
詠
み
に
な
っ
た
『
お
ぼ
つ
か
な
』
と
い
う
お
歌
。「
お
ぼ
つ
か

な
い
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
自
分
は
理
解
し
て
い
な
い
、

仏
教
に
対
し
て
深
い
理
解
を
持
っ
て
い
な
い
、
お
ぼ
つ
か
な
い
人
が
、

念
仏
な
ど
と
い
う
も
の
は
、『
た
れ
か
い
ゝ
け
む
小
松
と
ハ
』、「
小

松
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
、『
く
も
を
さ
ゝ
ふ
る　

た
か
ま
つ
の
え
だ
』、

大
空
に
浮
か
ん
で
い
る
雲
を
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
大
き
な
松
。
大

き
な
松
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
「
た
か
ま
つ
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
、
法
然
上
人
ご
自
身
は
高
松
ま
で
は
お
出
で
に
な
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。
讃
岐
の
辺
り
の
教
育
委
員
が
、「
法
然
上
人
が
、
四
国
で

も
っ
て
、
ど
こ
と
ど
こ
に
お
い
で
に
な
っ
た
か
」
と
い
う
地
図
を
つ

く
っ
て
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
高
松
は
載
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
高
松
と
西
念
寺
と
の
距
離
は
タ
ク
シ
ー
で
も
っ
て
四
十
分
ぐ
ら

い
で
行
け
ま
す
か
ら
、
十
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
距
離
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
お
歌
を
「
二
十
五
霊
場
の
詠
歌
」
で
は
「
二
番
の

法
然
寺
の
お
歌
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
実
は
、
法
然
寺
と
い
う

お
寺
は
松
平
頼
重
公
と
い
う
お
方
が
菩
提
寺
に
建
て
た
お
寺
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
高
松
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　

弟
さ
ん
が
水
戸
光
圀
公
に
当
た
る
お
方
で
あ
り
ま
し
て
、
家
康
公

の
孫
に
な
る
お
方
で
す
が
。
そ
の
お
方
と
い
え
ど
も
、
新
寺
建
立
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
法
然
上
人
が
お
い
で
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら

は
四
百
五
十
年
ぐ
ら
い
後
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
四
国
の
高
松
に

藩
主
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
ま
し
て
、
一
箇
寺
つ
く
っ
た
お
寺
が
「
法
然

寺
」
と
い
う
お
寺
。
ま
ん
の
う
町
の
生
福
寺
を
移
転
し
て
つ
く
っ
た

も
の
が
法
然
寺
で
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
あ
れ
は
法
然
寺
の
お
歌
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本

来
は
、
法
然
上
人
が
四
国
の
ま
ん
の
う
町
の
生
福
寺
に
お
い
で
に
な

っ
た
こ
ろ
に
詠
ま
れ
た
お
歌
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
生
福
寺
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
土
地
の
人
が
大

変
寂
し
が
り
ま
し
て
、「
法
然
上
人
の
お
い
で
に
な
っ
た
場
所
が
、

四
国
に
お
い
て
は
生
福
寺
が
一
番
長
か
っ
た
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
お
寺

が
一
軒
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
現
在
は
西
念
寺
と
い
う

お
寺
が
、
生
福
寺
が
も
と
あ
っ
た
位
置
に
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
西
念
寺
と
い
う
お
寺
に
、「
法
然
上
人
お
手
植
え
の
松
」
と

い
う
松
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
松
が
松
食
い
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虫
に
侵
さ
れ
ま
し
て
、
現
在
は
二
代
目
の
松
が
そ
こ
に
育
っ
て
お
り

ま
す
。
生
福
寺
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
現
在
、
西
念
寺
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
る
間
に
、
時
間
が
大
分
過
ぎ

ま
し
た
。

　

今
、
私
が
申
し
上
げ
た
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
お
説
き
に
な
っ
た

念
仏
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
実
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
も
の
で
あ

り
ま
し
て
、
椎
尾
台
下
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
八
宗
九
宗
あ
っ
た
仏

教
の
宗
に
一
つ
プ
ラ
ス
さ
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
理
解
を
し
て
い
る

お
方
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
釈

尊
一
代
八
十
年
の
間
に
説
か
れ
た
教
え
の
全
体
を
一
つ
に
ま
と
め
る

と
い
う
と
、
そ
れ
が
念
仏
に
な
る
、
六
字
名
号
に
な
る
。
そ
の
六
字

名
号
を
唱
え
る
こ
と
自
体
が
釈
尊
一
代
の
教
え
の
結
晶
で
あ
る
」
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

法
然
上
人
は
こ
の
た
め
に
、
聖
道
門
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
他
力

門
を
お
建
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
ご
苦
労
と
い
う
も
の
は

無
限
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
ご
苦
労
の
か
い
あ
っ

て
、
私
ど
も
が
、
今
、
お
念
仏
を
お
唱
え
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
相
対
有
限
の
世
界
か
ら
無
限
絶
対
の
お
浄
土
の
世
界
へ
と
結
び

つ
く
こ
と
も
で
き
る
、
そ
の
あ
り
が
た
い
教
え
を
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
法
然
上
人
の
お
志
に
対
し
て
、
八
百
年
を
迎
え
た
浄
土
宗
は
、

八
百
一
年
以
降
の
こ
の
念
仏
信
仰
の
広
が
り
を
求
め
る
場
合
に
、
法

然
上
人
の
教
え
こ
そ
が
、
誰
も
が
極
楽
の
世
界
に
生
ま
れ
、
さ
ら
に

阿
弥
陀
仏
の
お
育
て
を
い
た
だ
い
て
、
無
限
絶
対
の
大
生
命
と
の
結

び
つ
き
を
可
能
と
す
る
道
が
開
か
れ
た
、
そ
の
尊
さ
を
法
然
上
人
の

み
教
え
か
ら
感
じ
取
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
と
、
私
は
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

大
変
意
を
尽
く
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
約
束
の
お
時
間
が
ま
い

り
ま
し
た
の
で
、
私
の
お
話
を
以
上
で
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
ご
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
て
、
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
拍

手
）

　
司
会
　
八
木
台
下
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
貴
重
な
お
話
を
賜

り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
了
）
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司
会　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
よ
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
法
然
上
人
の

み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」、
を
開
始
い
た
し
ま
す
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
始
に
当
た
り
ま
し
て
、
お
十
念
を
称
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。（
同
称
十
念
）

　

午
前
中
の
基
調
講
演
、
そ
し
て
、
午
後
の
一
般
研
究
発
表
と
、
長

時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
ご
聴
講
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
れ
よ
り
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
た
し
ま
し
て
、
パ
ネ
ル
発
表
、

並
び
に
、
質
疑
、
討
議
等
に
移
っ
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

本
日
、
そ
し
て
、
明
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
、

浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
、
今
岡
達
雄
先
生
に
お
願
い
を
い

た
し
ま
し
た
。

　

パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
紹
介
、
そ
し
て
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

テ
ー
マ
、
内
容
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
今
岡

先
生
よ
り
ご
説
明
を
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
今
岡
先
生
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
岡　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
総
合
研
究
所
の

今
岡
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

午
前
中
、
台
下
か
ら
お
話
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
、
八
百
年
遠
忌

を
迎
え
ま
し
て
、
本
大
会
の
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
が
、
昨
年
の
合
同
委
員
会
の
ほ
う
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
１
部

	
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

松
岡
玄
龍

	
	

曽
根
宣
雄

	
	

名
和
清
隆

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

今
岡
達
雄
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そ
の
際
、
決
ま
り
ま
し
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
た
わ
け

で
す
が
、
現
代
仏
教
の
中
で
法
然
浄
土
教
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と

か
、
世
界
的
な
思
想
の
潮
流
の
中
で
、
法
然
浄
土
教
と
い
う
の
は
ど

う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
か
、
現
代
社
会
の
中
で
法
然
上
人
の
ご

法
語
を
い
か
に
受
け
と
め
た
ら
い
い
の
か
、
ま
た
、「
法
然
上
人
と

現
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
往
生
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ
ん
な
こ
と
を
来
年
の
大
会
テ
ー
マ

に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
い
う
お
話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
を
総
合
し
ま
し
て
、
今
回
の
大
会
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す

「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
テ
ー
マ
が
決
ま
り

ま
し
た
。

　

台
下
に
も
そ
う
い
う
趣
旨
を
申
し
述
べ
ま
し
て
、
お
話
を
ち
ょ
う

だ
い
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
、「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、

少
し
現
代
的
な
諸
問
題
と
い
う
観
点
、
あ
る
い
は
、
教
学
的
な
観
点
、

あ
る
い
は
、
布
教
的
な
観
点
か
ら
少
し
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

仏
さ
ま
の
中
心
か
ら
向
か
い
ま
し
て
、
浄
土
宗
布
教
師
会
副
理
事

長
の
松
岡
玄
龍
上
人
、
大
正
大
学
専
任
講
師
の
曽
根
宣
雄
上
人
、
浄

土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
の
名
和
清
隆
上
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
拍
手
）

　

そ
れ
ぞ
れ
、
松
岡
上
人
か
ら
は
布
教
に
関
し
て
、
曽
根
上
人
か
ら

は
教
学
的
な
問
題
に
関
し
て
、
総
合
研
究
所
の
名
和
上
人
か
ら
は
現

代
の
問
題
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
だ
き
、
今
後
の
こ

の
問
題
に
対
す
る
見
解
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

本
日
と
明
日
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
２
部
の
構
成
で
設
定
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
本
日
は
、
パ
ネ
ラ
ー
ご
３
名
の
方
か
ら
パ
ネ
ル
発

表
と
い
う
形
で
、
１
人
持
ち
時
間
30
分
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た

だ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
対
し
ま
し
て
の
質
疑
に
関
し
ま
し
て
は
、

明
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
で
質
疑
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
早
速
で
あ
り
ま
す
が
、
報
告
の
パ
ネ
ル
発
表
の
順
番

に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
体
的
な
現
代
の
問
題
で
名
和
上
人
か
ら
、
そ

れ
か
ら
、
教
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
曽
根
上
人
、
そ
し
て
、
布
教
の

問
題
を
松
岡
上
人
と
い
う
順
番
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
総
合
研
究
所
研
究
員
の
名
和
上
人
の
ほ
う
か
ら
発
表
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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名
和　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
浄
土
宗
総
合
研
究

所
の
名
和
清
隆
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
、
総
合
研
究
所
で
ど
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
か
と
申
し

ま
す
と
、
ま
ず
、
開
教
班
と
い
う
研
究
グ
ル
ー
プ
で
、
特
に
今
は
、

過
疎
に
あ
る
浄
土
宗
寺
院
が
ど
う
い
っ
た
実
態
に
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
調
査
研
究
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
葬
祭
仏
教

班
で
、
葬
儀
の
現
代
に
お
け
る
変
化
の
状
況
を
調
査
研
究
す
る
と
い

う
よ
う
な
活
動
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
、「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
当
た
り
ま
し
て
、
今
岡
研
究
員
の
ほ
う
か
ら
、
現
代

の
変
化
す
る
社
会
の
中
で
、
寺
院
が
ど
う
い
っ
た
状
況
に
あ
る
の
か
、

ど
う
い
っ
た
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

ま
ず
は
ざ
っ
と
話
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

た
た
き
台
と
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
リ
ク
エ
ス
ト
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

任
に
耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
種
々
の
民
間
で

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
ま
た
宗
勢
調
査
等
々
の
デ
ー
タ
を
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
現
代
に
起
こ
っ
て
い
る
社
会
の
変
化
、
ま

た
、
そ
れ
に
伴
い
起
こ
っ
て
い
る
寺
院
に
ま
つ
わ
る
問
題
と
い
う
こ

と
を
整
理
さ
せ
て
、
皆
さ
ん
と
問
題
を
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
ず
、
お
手
元
に
レ
ジ
ュ
メ
を
配
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

「
は
じ
め
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
近
年
の
お
葬
式
の
変
化
と
い
う
こ

と
を
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
最
初
に
お
葬
式
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、

先
ほ
ど
の
八
木
台
下
の
お
話
の
中
で
も
、
寺
院
を
取
り
巻
く
い
ろ
い

ろ
な
状
況
の
変
化
と
い
う
も
の
が
、
今
、
如
実
に
葬
儀
と
い
う
現
場

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
と
、
八
木
台
下
の
お
話
の
中
で
も
ご
ざ
い
ま

し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
葬
儀
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
事
例
に
起
こ
っ
て
い
る

変
化
と
い
う
も
の
を
幾
つ
か
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
で
は
、

ど
う
い
っ
た
背
景
が
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う

な
と
こ
ろ
か
ら
、
話
の
取
っ
か
か
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
古
い
で
す
が
、
２
０
０
８
年
の
読
売
新
聞
の
宗
教
意

識
の
調
査
で
す
。
こ
れ
は
、
お
葬
式
の
形
式
を
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
式

の
も
の
で
や
り
た
い
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
と
ら
わ

れ
な
い
形
で
や
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
伝
統
的
な
仏
教
的
な
お
葬
式
の
形
で
や
っ



─ 22 ─

て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
大
体
半
分
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
そ
の
一
方
で
、

39
．１
％
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
無
宗

教
の
も
の
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
方
が
約
４
割
い
る
。
そ

う
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
認

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
、
お
葬
式
に
関
す
る
一
連
の
批
判
、
不
要
論
と
い
う

も
の
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
記
憶
に
新
し
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

特
に
、
島
田
裕
巳
氏
に
よ
る
『
葬
式
は
要
ら
な
い
』、
約
30
万
部

が
売
れ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
連
な
る
売
れ
行
き
を
見
せ
ま
し
た
。
要

は
、
そ
の
中
で
述
べ
て
い
る
主
張
は
、
日
ご
ろ
接
点
の
余
り
な
い
僧

侶
に
高
額
な
お
金
を
払
っ
て
お
葬
式
を
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
は

も
っ
た
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
本
を
お
読
み
に
な
っ
た
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
内
容
に

関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
批
判
す
る
余
地
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
の
部
数
が
売
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
売
れ

た
結
果
に
よ
っ
て
、
人
々
の
間
に
、
お
葬
式
は
必
要
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
、
と
く
に
伝
統
的
な
仏
教
式
で
の
お
葬
式
は
必
要
で
は
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
風
潮
が
さ
ら
に
助
長
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
否
定
で
き
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
こ
れ
は
、
橋
爪
大
三
郎
氏
と
い
う
文
化
人
類
学
者
が
朝
日
新

聞
に
載
せ
た
記
事
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
島
田
裕
巳
氏
と
論

調
が
一
部
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
法
事
も
、
ふ
だ
ん
余
り
接
点
の

な
い
よ
う
な
僧
侶
に
や
っ
て
も
ら
う
よ
り
は
、
家
族
で
手
づ
く
り
の

形
で
、
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
お
経
を
読
め
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
や
法
事
を
宗
教
者
抜
き
で
や
る
、
そ
う
い
っ

た
形
も
あ
る
ん
だ
よ
と
い
う
よ
う
な
論
調
が
見
ら
れ
る
現
状
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
お
葬
式
に
関
す
る
変
化
・
問
題
と
し
て
皆
さ
ま
も
最
近
強

く
感
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
葬
儀
社
に
よ

る
葬
儀
の
商
品
化
と
い
う
傾
向
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
顕
著

に
出
て
お
り
ま
す
が
、
最
近
、
お
葬
式
を
葬
祭
会
館
で
行
う
こ
と
が

増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
で
お
葬
式
を
担
え
な
く
な
っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
、
葬
儀
社
の
影
響
力
が
非
常
に
強
ま

っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
葬
儀
社
が
商
品
と
し
て

葬
儀
一
式
を
売
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
、
そ
れ
は
、
受
付
の
と
こ
ろ
で
故
人
の
思
い
出
を
連
ね
た

写
真
を
ず
ら
っ
と
並
べ
た
り
と
か
、
あ
と
は
、
故
人
が
好
き
だ
っ
た
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音
楽
を
生
演
奏
で
か
け
た
り
と
か
、
そ
う
い
っ
た
、
ま
さ
に
別
れ
、

告
別
と
い
う
シ
ー
ン
を
非
常
に
肥
大
化
さ
せ
て
、
人
々
に
商
品
と
し

て
売
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
グ
ッ
ズ
と
か
ア
イ
デ
ア
商
品
、
た
と
え
ば
、
千
羽
鶴

な
の
で
す
が
、
最
後
の
何
個
か
だ
け
を
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
た
う

え
で
折
り
、
そ
れ
を
遺
体
の
上
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
千
羽
鶴
を
完

成
さ
せ
、
み
ん
な
で
送
る
と
い
う
よ
う
な
商
品
も
売
ら
れ
た
り
す
る

わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
に
も
、
一
連
の
葬
儀
自
体
の
流
れ
を
変
え
る
と
い
う

よ
う
な
傾
向
も
近
年
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
ワ
ン

デ
ー
セ
レ
モ
ニ
ー
」
と
い
う
よ
う
な
名
前
で
広
告
を
目
に
し
た
人
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
通
夜
を
省
い
て
、
１
日
の
葬
儀
だ
け
で
終

わ
り
に
し
よ
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
今
、
ど
れ
だ
け
浸
透
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
経
験
か
ら
言
わ
せ
て
い
た
だ

く
と
、
お
檀
家
さ
ん
の
中
で
も
、「
最
近
、
お
葬
式
っ
て
１
日
で
で

き
る
ん
で
す
っ
て
。
お
願
い
で
き
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が

２
回
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
僧
侶
や
戒
名
と
い
う
も
の
が
、
何
か
対
価
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
も
、
近
年
、
非
常
に
強
ま
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
イ
オ
ン
が
お
布
施
を
定
額
化
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

載
せ
た
こ
と
が
非
常
に
話
題
と
な
り
、
ま
た
問
題
視
も
さ
れ
ま
し
た
。

全
日
本
仏
教
会
の
働
き
か
け
で
、
今
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
削
除
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
う
い
っ
た
流
れ
は
、

や
は
り
宗
教
的
儀
礼
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
対
価
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
す
ね
。

　

ま
た
最
近
、「
お
坊
さ
ん
ド
ッ
ト
コ
ム
」
と
い
う
僧
侶
の
派
遣
会

社
も
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
僧
侶
が
や
っ
て
い
る
株
式
会

社
で
あ
る
わ
け
で
す
が
。
葬
式
と
い
う
も
の
を
僧
侶
が
行
な
う
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
明
確
に
商
品
化
し
、
定
価
を
設
け
て
提
示
す
る
。

　

戒
名
も
同
様
で
す
。「
そ
の
戒
名
、
適
正
な
費
用
で
す
か
」
と
い

う
よ
う
な
う
た
い
文
句
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
葬
儀
、
あ
る
い
は
、
戒
名
と
い
う
も
の
を
、
定
額
、

定
価
と
い
う
も
の
を
も
と
に
し
た
対
価
と
し
て
顧
客
に
提
供
す
る
も

の
と
し
て
僧
侶
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
も
同
様
で
す
。「
最
愛
の
方
の
死
を
受
け

と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
、
ぜ
ひ
ご
相
談
、
故
人
様
の
お
話
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。」
１
回
40
分
、
８
，４
０
０
円
な
ん
で
す
ね
。
宗

教
者
と
し
て
は
非
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
だ
な
と
私
も
思
う
の

で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
定
価
で
定
め
て
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
の
葬
儀
の
変
化
と
し
て
は
、
家
族
葬
が
増
加
し
て
い
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る
。
こ
の
理
由
は
、
高
齢
者
の
葬
儀
が
増
え
た
、
あ
る
い
は
、
地
域

の
つ
な
が
り
が
弱
く
な
っ
て
い
っ
て
、
呼
ぶ
範
囲
を
狭
く
し
て
い
る
、

い
ろ
い
ろ
な
影
響
、
関
係
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
関

し
ま
し
て
は
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
ほ
う
で
も
、
葬
儀
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
全
国
の
浄
土

宗
寺
院
の
う
ち
、
44
％
、
半
数
弱
が
、「
最
近
、
家
族
葬
が
ふ
え
て

い
る
」
と
い
う
回
答
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
ど
の
教
区
に
特
に
家
族
葬
が
増
え
て
い
る
か
を
見
る
グ
ラ

フ
で
す
が
、
特
に
東
京
、
神
奈
川
、
大
阪
あ
た
り
の
大
都
市
部
を
抱

え
る
教
区
で
家
族
葬
が
特
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

先
ほ
ど
台
下
の
お
話
で
も
出
て
お
り
ま
し
た
が
、
直
葬
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
、
通
夜
、
葬
儀
、
そ
う
い
う
も
の
を
省
い
た

形
で
の
故
人
の
送
り
方
と
い
う
も
の
も
、
最
近
、
耳
に
す
る
よ
う
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

正
確
な
数
値
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
東
京
都
内
で
は
３

割
ぐ
ら
い
が
こ
う
い
っ
た
形
な
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
全
国

に
し
た
ら
、
大
体
１
割
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

言
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
正
確
な
デ
ー
タ

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が

増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
、
お
葬
式
に
関
し
て
は
、
自
己
決
定
と
い
う
よ
う
な

流
れ
が
一
つ
ま
た
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
生
前
契
約
と
い

う
形
で
、
自
分
が
亡
く
な
る
前
に
ど
う
い
う
葬
式
に
し
た
い
と
い
う

こ
と
を
葬
祭
業
者
と
契
約
を
交
わ
し
て
決
め
て
い
く
。
あ
る
い
は
、

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
お
葬
式

に
す
る
か
ノ
ー
ト
に
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
お
く
も
の
が
流
行
し
て
い

ま
す
。
今
、
本
屋
で
多
く
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を

目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
こ
れ
は

「
よ
ろ
し
く
ノ
ー
ト
」
と
い
う
一
例
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
だ
れ
さ

ん
へ
」
と
自
分
の
意
志
を
伝
え
る
人
を
決
め
た
う
え
で
、
亡
く
な
っ

た
際
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
人
、
知
ら
せ
て
ほ
し
く
な
い
人
と
か
、
お

葬
式
を
行
っ
て
ほ
し
い
と
か
、
参
列
者
の
範
囲
と
か
、
写
真
は
用
意

し
て
あ
る
、
用
意
し
て
な
い
と
か
、
こ
う
い
っ
た
項
目
に
細
か
く
自

分
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
後
に
託
し
て
お
く
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
一

つ
の
流
れ
と
し
て
、
今
、
起
き
て
い
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
、
皆
さ

ん
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
に
も
、
儀
式
を
執
行
す
る
僧
侶
の
人
数
が
減
っ
て
い

る
と
い
う
問
題
で
す
と
か
、
あ
と
、「
繰
り
込
み
初
七
日
」
と
か
、

「
式
中
初
七
日
」
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
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た
こ
と
も
含
め
て
儀
礼
自
体
の
形
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
、
変
化
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘

で
き
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
こ
う
い
っ
た
変
化
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
ど
う
い
っ
た

社
会
的
な
変
化
が
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
幾
つ
か
指
摘
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
が
、
１
つ
目
は
、
特
に
、
高
度
成
長
期
に
人
が
移

動
し
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

藤
井
正
雄
先
生
の
お
言
葉
を
借
り
ま
す
と
、
人
口
の
移
動
に
よ
っ

て
、
宗
教
浮
動
層
と
い
う
よ
う
な
層
が
生
ま
れ
、
地
域
の
伝
統
に
縛

ら
れ
な
い
人
々
が
出
現
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
縛
ら
れ
な
い

か
ら
自
由
な
葬
儀
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
ふ
だ
ん
余
り

つ
き
合
い
の
な
い
よ
う
な
僧
侶
に
な
ぜ
行
っ
て
も
ら
わ
な
い
の
か
と

い
う
よ
う
な
意
見
も
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
の
流
れ
な
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
に
も
、
高
齢
化
が
益
々
進
行
す
る
現
状
を
背
景
に
し

て
、
高
齢
者
の
葬
儀
が
ふ
え
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
族
葬
が

増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
共
同
体
が
弱
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
葬
儀
を
地
域
で
担
え
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、

当
然
、
専
門
の
業
者
で
あ
る
葬
儀
社
の
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
告
別
式
と
い
う
と
こ
ろ
が
肥
大
化

し
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
、
個
人
化
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
人
々
の
意
識
の

変
化
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
隣
近
所
は
何
と
な
く
つ
き
合
い
を
抑
え
て

お
こ
う
と
か
、
あ
と
は
、
親
子
関
係
に
お
い
て
も
迷
惑
か
け
た
く
な

い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
個
人
レ
ベ
ル
で
の
意
識
の
変
化
と
い
う
こ
と

も
相
ま
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
一
連
の
お
葬
式
の
変
化
と
い
う
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

で
は
、
や
や
イ
ン
ト
ロ
の
部
分
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

次
に
、
社
会
の
変
化
、
今
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
幾
つ
か
口
頭
で
申

し
上
げ
ま
し
た
が
、
改
め
て
ど
う
い
っ
た
社
会
的
な
変
化
が
起
こ
っ

て
い
て
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
寺
院
に
ど
う
い
っ
た
問
題
や

変
化
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
幾
つ
か
指
摘
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
高
齢
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
高
齢
化
が
進
ん
で

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
高
齢
者
の
単
独
世
帯
や
夫
婦
世
帯
が
ふ
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
変
化
と
し
て
起
こ
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
寺
院
に

と
っ
て
大
き
な
変
化
、
ま
た
は
、
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
現
在
、
高
齢
化
社
会
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
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が
、
ど
う
い
う
状
況
で
、
将
来
的
に
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
て
み
ま
す
と
、
２
０
１
０
年
の
時
点
で
見
ま
す
と
、

65
才
以
上
の
高
齢
者
人
口
が
総
人
口
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
高
齢
化

率
が
23
．１
％
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
高
齢
化
社
会
と
言
わ
れ
出
し
た
の
が
昭
和
45
年
で
、

高
齢
化
率
が
７
％
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
大
体
23
％
、

４
人
に
１
人
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
、

２
０
５
５
年
に
な
り
ま
す
と
、
高
齢
化
率
40
％
と
な
り
ま
す
。
人
口

は
減
少
傾
向
に
な
り
ま
し
て
、
９
，０
０
０
万
人
を
切
る
と
い
う
よ

う
な
状
況
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

高
齢
者
が
こ
れ
だ
け
多
く
な
っ
て
く
る
と
、
当
然
、
何
人
の
生

産
人
口
で
１
人
の
高
齢
者
を
支
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う

数
値
も
、
当
然
下
が
っ
て
き
ま
す
。
現
在
は
大
体
２
．８
人
に
１
人

で
高
齢
者
を
支
え
る
わ
け
で
す
が
、
２
０
５
５
年
に
は
１
．３
人
で

１
人
を
支
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
、
高
齢
化
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
上
で
大
切
な
の

は
、
高
齢
者
の
単
独
世
帯
、
夫
婦
世
帯
が
非
常
に
増
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
下
の
ピ
ン
ク
と
ブ
ル
ー
の
帯
が
、
ひ
と
り
暮
ら
し
と

夫
婦
の
み
と
い
う
単
独
世
帯
、
夫
婦
世
帯
の
帯
で
す
が
、
こ
の
ピ
ン

ク
と
ブ
ル
ー
を
合
わ
せ
た
幅
が
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
高
齢
者
の
単
独
世
帯
、
夫
婦
世
帯
が
ふ
え
て
い
る
と
い
う
の
は
、

つ
ま
り
、
次
の
世
代
が
別
の
場
所
で
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
、
こ
う
い

っ
た
状
況
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
住
ん
で
い
る
場
所
が
離
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
距
離

が
離
れ
た
だ
け
の
問
題
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
で
す
。

意
識
レ
ベ
ル
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
す
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
黄
色
っ
ぽ
い
グ
ラ
フ
が
、

「
子
供
や
孫
と
い
つ
も
一
緒
に
生
活
で
き
る
の
が
い
い
」
と
考
え
て

い
る
グ
ラ
フ
で
、
青
が
「
時
々
会
っ
て
食
事
や
会
話
を
す
る
の
が
い

い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
１
９
９
５
年
で
は
、
い
つ
も
一
緒
に
い

る
の
が
い
い
と
考
え
る
高
齢
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん

そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
下
が
り
、
逆
に
、
時
々
会
っ
て
食
事
や
会

話
を
す
る
の
が
い
い
、
そ
う
い
っ
た
つ
き
合
い
が
子
供
や
孫
と
の
い

い
関
係
な
の
だ
と
す
る
高
齢
者
が
非
常
に
増
え
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
別
居
し
て
い
る
子
供
と
の
接
触
頻
度
を
示
す
デ
ー

タ
で
す
。「
実
際
に
会
う
」
お
よ
び
「
電
話
を
す
る
」
と
い
う
こ
と

も
含
め
た
接
触
の
頻
度
で
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
と
か
、
週
に
１
回
以
上

と
か
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
会
っ
た
り
、
会
話
を
し
て
い
る
か
と
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い
う
デ
ー
タ
で
す
。
月
に
１
回
か
ら
２
回
、
あ
る
い
は
、
年
に
数
回
、

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
約
５
割
で
す
。
つ
ま
り
、

半
分
の
高
齢
者
の
方
が
、
月
に
１
回
、
２
回
程
度
の
接
触
し
か
子
供

や
孫
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
な
高
齢
者
の
単
独
世
帯
と
か
、
そ
う

い
う
世
帯
が
増
え
る
と
い
う
現
象
は
、
同
時
に
、
世
代
間
の
つ
き
合

い
方
が
非
常
に
希
薄
化
す
る
と
い
う
状
況
と
あ
わ
せ
て
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
同
居
率
が
低
下
し
、
密
度
の
薄
い
つ
き
合
い
に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
当
然
、
世
代
間
に
よ
る
遠
慮
と
い
う
意
識
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ

て
く
る
と
、
寺
院
に
ど
う
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
か
と
い
う
と
、
当

然
、
次
の
世
代
に
こ
れ
ま
で
の
寺
の
つ
き
合
い
が
継
承
さ
れ
な
い
可

能
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
の
お
寺
は
埼
玉
県
に
あ
る
お
寺
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る

護
持
会
費
と
い
う
も
の
の
ほ
か
に
、
檀
家
の
方
が
「
付
け
届
け
」
と

い
う
も
の
を
、
お
盆
で
す
と
か
、
お
正
月
、
彼
岸
の
と
き
に
持
っ
て

き
て
く
れ
る
風
習
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
は
１
，０
０
０
円
だ
っ
た
り
２
，０
０
０
円
だ
っ
た
り
す
る
わ

け
で
す
が
、
気
持
ち
の
あ
る
人
が
自
主
的
に
お
寺
を
支
え
よ
う
と
し

て
、
幾
許
か
の
お
金
を
付
け
届
け
と
い
う
形
で
持
っ
て
き
て
く
れ
る

ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
い
わ
ば
義
務
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
自

主
的
に
お
寺
を
支
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
支
え
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム

な
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
次
の
世
代
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
。
私
個

人
と
し
て
は
、「
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
な
」
と
い
う
よ
う
な
危
機

感
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
住
ん
で
い
る
場
所
が
離
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
お
寺
と
の
つ

き
合
い
方
が
な
か
な
か
継
承
さ
れ
な
い
と
な
る
と
、
例
え
ば
、
ご
詠

歌
の
会
と
か
、
檀
信
徒
会
が
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
に
く
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
月
参
り
で

す
と
か
棚
経
な
ど
の
慣
習
が
伝
わ
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
予
測
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
「
宗
勢
調
査
」
の
デ
ー
タ
で
す
が
、
青
年
会
、
婦
人
会
の

組
織
率
で
す
。
こ
れ
は
第
６
回
（
平
成
21
年
出
版
）
と
、
そ
の
10
年

前
、
第
５
回
の
宗
勢
調
査
を
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
、
青
年
会
、
婦

人
会
の
組
織
率
は
、
ぐ
っ
と
減
っ
て
お
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
吉
水
講
、
こ
の
組
織
率
は
余
り
減
っ
て
い
な
い
で
す

が
、「
過
去
５
年
以
内
に
講
員
の
増
減
は
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質

問
に
は
、「
減
少
し
た
」
と
い
う
回
答
が
約
５
割
あ
り
、
そ
の
５
割
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の
中
の
理
由
は
、「
世
代
交
代
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
っ
て
な
い
」

と
い
う
答
え
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
寺
と
の
つ
き
合
い
方
が
次
世
代
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
こ

と
を
見
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
、
第
一
生
命
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
研

究
所
と
い
う
研
究
機
関
が
実
施
し
た
調
査
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
は
、
お
寺
と
の
つ
き
合
い
が
希
薄
に
な
る
と
い
う
質
問
に
つ
い
て

ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
が
、「
そ
う
思
う
」、「
ま
あ

そ
う
思
う
」
の
２
つ
を
足
す
と
、
68
％
の
方
が
、
ま
あ
お
寺
と
の
つ

き
合
い
は
こ
れ
か
ら
薄
く
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う

な
回
答
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
約
７
割
で
す
ね
。

　

こ
れ
っ
て
寺
檀
関
係
が
な
い
人
の
意
見
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
と
思

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
下
の
２
つ
の
棒
グ
ラ
フ
を
見
て
い
た
だ
く

と
、
檀
家
、
檀
家
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
分
け
た
デ
ー
タ
が
載
せ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　

下
か
ら
２
番
目
が
、
い
わ
ゆ
る
菩
提
寺
の
関
係
が
あ
る
人
の
意
見

な
わ
け
で
す
が
、
檀
家
の
人
の
意
見
を
見
て
も
、「
そ
う
思
う
」、

「
ま
あ
そ
う
思
う
」、
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
お
寺
と
の
つ
き
合
い
が
薄

く
な
っ
て
く
る
な
と
思
っ
て
い
る
人
が
63
％
に
も
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
全
体
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
、
６
割
以
上

の
方
が
、
ま
あ
こ
れ
か
ら
お
寺
と
の
関
係
が
薄
く
な
っ
て
く
る
な
、

と
い
う
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
は
、
危

機
的
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
お
寺
に
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、

少
子
化
と
い
う
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
現
象
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

特
殊
出
生
率
が
あ
り
ま
す
が
、
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
こ
ろ
は

２
．14
と
２
人
超
え
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
１
．２
幾

つ
で
す
ね
。
去
年
、
お
と
と
し
で
す
か
、
１
．３
を
超
え
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
数
値
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
少
子
化
の
原
因
と
し
て
は
、
晩
婚
化
と
未
婚
化
が
そ
の
背
景

と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
、
晩
婚
化
が
ど
の
ぐ
ら
い
進
ん
で

い
る
か
と
い
う
と
、
２
０
０
８
年
の
デ
ー
タ
を
見
ま
す
と
、
結
婚
し

た
方
の
平
均
年
齢
、
男
性
が
30
．２
歳
、
女
性
が
28
．５
歳
で
す
。
第

１
子
の
平
均
出
産
年
齢
は
女
性
の
29
．５
歳
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

「
ま
あ
１
人
産
ん
で
、
ま
あ
２
人
産
ん
だ
ら
立
派
」
と
い
う
よ
う
な

状
況
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
未
婚
化
と
い
う
こ
と
も
深
刻
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
生

涯
未
婚
率
、
こ
れ
は
、
50
歳
の
方
で
結
婚
し
て
な
い
人
の
割
合
で
す

が
、
実
は
２
０
１
０
年
現
在
で
は
男
性
が
19
．４
％
、
女
性
が
９
．８
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％
な
ん
で
す
。
男
性
の
５
人
に
１
人
が
結
婚
し
て
な
い
状
況
で
す
。

　

こ
の
数
値
、
１
９
９
０
年
か
ら
比
べ
る
と
、
激
増
し
て
い
ま
す
。

90
年
に
は
男
性
が
５
．６
％
だ
っ
た
の
で
、
20
年
間
で
約
４
倍
に
増

え
ま
し
た
。
女
性
の
ほ
う
も
約
２
倍
に
増
え
ま
し
た
。
恐
ら
く
、
こ

の
数
値
は
今
後
も
う
ち
ょ
っ
と
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
結
婚
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
子
供
を
余
り
つ
く
ら

な
い
と
な
っ
て
く
る
と
、
檀
家
の
継
承
者
が
い
な
く
な
っ
て
く
る
、

墓
の
継
承
者
が
い
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
ま
す
し
、

あ
る
い
は
、
１
人
っ
子
同
士
が
結
婚
し
た
場
合
に
は
、
１
組
の
夫
婦

が
４
人
の
親
を
送
り
、
葬
式
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
も
生

じ
ま
す
。
経
済
的
に
見
て
、
大
丈
夫
か
と
い
う
現
実
的
な
問
題
と
し

て
も
生
じ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
１
組
の
夫
婦
が
２
つ
あ
る
い
は

３
つ
の
お
寺
と
の
関
係
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
わ
け

で
す
。
そ
う
な
る
と
、
寺
と
の
関
係
を
ど
れ
か
に
絞
り
た
い
な
、
と

考
え
る
人
も
出
て
く
る
の
は
当
然
で
す
。

　

ま
た
高
度
成
長
期
を
境
に
し
て
、
大
き
く
人
口
が
移
動
し
た
こ
と

に
伴
い
、
檀
家
の
範
囲
が
拡
大
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
問
題
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
寺
と
の
距
離
が
遠
く
な
れ
ば
、
当
然
、
帰
属
意
識

が
低
下
す
る
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
人
が
移
動
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
寺
に
関
す
る
地
域

を
単
位
と
し
た
組
織
が
衰
退
す
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
ま
す
。
例

え
ば
、
今
、
地
区
ご
と
に
世
話
人
を
１
人
出
し
て
も
ら
お
う
、
そ
う

い
っ
た
お
寺
さ
ん
、
結
構
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
が
成
り
立
ち
に
く
く
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
地
域
の
縛
り
、
特
に
本
家
、
分

家
関
係
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
縛
り
が
な

く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
既
存
の
伝
統
的
な
価

値
観
、
お
寺
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
と
い
う
も
の
が
や
は
り
崩
れ
て
く

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

あ
と
は
、
人
が
移
動
し
、
家
が
移
動
す
る
と
い
う
現
象
に
伴
な
っ

て
、
特
に
過
疎
の
地
域
で
は
、
檀
信
徒
の
方
が
離
れ
て
し
ま
う
と
い

う
深
刻
な
問
題
が
生
じ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
寺
院
の

経
営
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
し
、
ま
た
、
寺
院
の
後
継
者
の

不
足
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
寺
院
で
は
、
ど
の
く
ら
い
の
檀
家
数
が
あ
る
の
か
を
第

６
回
の
宗
勢
調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
見
ま
す
と
、
半
分
以
上
が
１
０
０

軒
以
下
の
檀
家
数
と
出
て
お
り
ま
す
。
実
態
を
ど
れ
だ
け
反
映
し
て

い
る
か
は
別
問
題
で
す
が
、
そ
れ
が
、
２
０
０
軒
以
下
と
な
り
ま
す
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と
、
約
８
割
に
も
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
例
え
ば
、
僧
侶
が
お
寺
専
従
で
生
活
を
で
き
て
、
子
供
２

人
を
大
学
に
行
か
せ
ら
れ
る
に
は
、
最
低
限
、
ど
の
く
ら
い
の
お
檀

家
さ
ん
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
か
な
と
考
え
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
お
寺
の

あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
大

体
２
０
０
く
ら
い
と
い
う
話
を
き
き
ま
す
。

　

で
は
、
逆
に
、
ど
の
く
ら
い
の
お
寺
さ
ん
が
兼
職
を
し
な
け
れ
ば

や
っ
て
い
け
な
い
か
を
考
え
る
と
、
兼
務
寺
院
が
約
２
，０
０
０
あ

っ
て
、
正
住
職
寺
院
が
５
，５
０
０
ぐ
ら
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
中
の
か
な
り
の
お
寺
さ
ん
が
兼
職
を
し
な
け
れ
ば
食
べ
て

い
け
な
い
と
い
う
実
情
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
宗
勢
調
査
か
ら
、
兼
職
状
況
の
デ
ー
タ
を
見
ま

す
と
、
こ
の
10
年
で
住
職
さ
ん
の
兼
職
率
が
か
な
り
下
が
っ
て
い
る
。

特
に
副
住
職
、
あ
る
い
は
、
所
属
教
師
の
寺
院
法
務
以
外
の
仕
事
に

就
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
か
な
り
上
が
っ
て

い
る
現
状
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
も
し
か
し
た
ら
経
済
的
に
余
裕
が
で
き
て
き
た
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
で
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
兼
職
し
づ
ら
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
現
状
が
あ
る
よ
う

で
す
。
例
え
ば
、
今
ま
で
は
教
師
と
か
公
務
員
と
の
兼
職
が
多
か
っ

た
よ
う
で
す
が
、
現
在
で
は
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
へ
な
か
な
か
就

職
で
き
な
い
、
も
ち
ろ
ん
一
般
企
業
で
も
、
お
葬
式
や
法
事
が
あ
る

た
び
に
仕
事
を
休
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
な
か
な
か
就
職
し
づ
ら
い
と
い
う
話
も
耳
に
し
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た
数
字
と
も
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
檀
家
数
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
兼
職
が

難
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
今
度
、
お
寺
を
継
ぐ
こ
と
に
魅
力
を
感
じ

な
い
人
が
出
て
く
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
の
は
社
会
的
な
状
況
、
要
は
、
外
的
な
要
因

に
よ
っ
て
寺
に
生
じ
て
い
る
問
題
で
し
た
が
、
次
に
、
寺
院
側
か
ら

生
じ
て
い
る
問
題
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
宗
勢
調
査
で
す
が
、「
こ
こ
10
年
で
、
宗
規
で
定
め
ら
れ

た
以
下
の
臨
時
法
要
を
勤
め
ま
し
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
見
る
と
、

葬
儀
、
あ
る
い
は
、
追
善
供
養
を
勤
め
た
と
い
う
割
合
が
非
常
に
伸

び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
帰
敬
式
、
五
重
相
伝
会
、
授
戒
会
と
い
う
、
い
わ
ば
檀
信

徒
教
化
の
た
め
の
儀
礼
が
全
体
的
に
、
急
激
な
減
少
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
緩
や
か
な
減
少
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
視
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
も
指
摘
し
ま
し
た
が
、
青
年
会
や
婦
人
会
な
ど
の
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組
織
率
が
低
下
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
吉
水
講
の
人
数
が
減
っ
て

い
る
な
ど
、
檀
信
徒
の
組
織
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
宗
勢
調
査
の
「
過
去
10
年
に
、
檀
信
徒
以
外
の
方
に
地

域
社
会
の
行
事
、
催
物
な
ど
で
寺
院
を
開
放
し
た
こ
と
が
あ
る
か
」

と
い
う
設
問
に
「
は
い
」
と
答
え
て
い
る
寺
院
は
約
４
割
、
６
割
の

寺
院
さ
ん
が
、
地
域
等
に
開
放
し
た
こ
と
が
な
い
と
回
答
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
ど
う
取
る
か
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す

が
、
寺
院
を
地
域
に
開
い
て
い
る
４
割
と
い
う
数
字
は
決
し
て
多
い

数
字
で
は
な
い
と
私
は
と
ら
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
寺
院
側
の
問
題
と
し
て
は
、
葬
儀
や
法
事
依
頼
者

と
い
う
狭
い
範
囲
に
目
が
向
い
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
、
檀
信
徒
組
織
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
相
ま
っ
て
、

檀
信
徒
の
方
が
寺
に
主
体
的
に
か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
減

少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
寺
院
側
の
問
題

と
し
て
生
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
か
な
り
時
間
も
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
簡
単
に
話
を
ま

と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
留
意
す
れ
ば

い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
何
点
か
に
ま
と
め
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
、
寺
院
の
公
共
性
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
開
か
れ
た
お
寺
」、

「
閉
じ
ら
れ
た
お
寺
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
で
は
、

開
か
れ
た
お
寺
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、

檀
家
以
外
の
地
域
の
人
々
に
も
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
、
あ

と
は
、
寺
院
の
運
営
が
僧
侶
以
外
の
、
世
話
人
の
方
と
か
、
ほ
か
の

檀
家
の
方
と
か
、
そ
う
い
っ
た
人
々
に
ど
れ
だ
け
開
か
れ
て
い
る
か
、

こ
の
よ
う
な
２
つ
の
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
の
２
つ
の
側
面
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
が
で
き
る
範
囲

で
「
開
く
」
と
い
う
こ
と
が
今
後
益
々
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
言
っ
た
こ
と
と
重
複
し
ま
す
が
、
檀
信
徒
及
び
地

域
の
人
た
ち
が
主
体
的
に
か
か
わ
れ
る
寺
院
の
活
動
を
展
開
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
距
離
的
に
も
つ
き
合
い
的
に
も
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
、

ま
た
、
檀
家
の
次
世
代
の
人
に
対
す
る
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
真

摯
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
基
本
的
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
極
楽
の
世
界
と
お

念
仏
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ

と
を
加
え
て
お
き
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
を
見
て
下
さ
い
。

　

統
計
数
理
研
究
所
に
よ
る
調
査
の
「
あ
な
た
は
あ
の
世
を
信
じ
ま
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す
か
」
と
い
う
質
問
に
よ
る
と
、
１
９
５
８
年
で
は
「
あ
の
世
を
信

じ
る
」
方
が
20
％
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
２
０
０
８

年
で
は
、
そ
れ
が
38
％
と
約
２
倍
に
ふ
え
て
い
る
ん
で
す
。

　

こ
の
数
値
か
ら
は
、
あ
の
世
と
い
う
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
持

っ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
我
々
が
、
極
楽

の
世
界
と
い
う
世
界
観
を
説
い
た
と
き
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地

が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
、
す
み
ま
せ
ん
、
時
間
を
か
な
り
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
話
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
、
名
和

研
究
員
の
ほ
う
か
ら
、
信
仰
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
提
案
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ご
葬
儀
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
檀

信
徒
、
あ
る
い
は
、
そ
の
周
辺
の
方
々
の
信
仰
力
の
問
題
、
そ
し
て
、

お
寺
の
ほ
う
の
信
仰
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
力
が
ど
う
も
低
下
し
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
現
代
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た

よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
環
境
の
中
で
、
教
学
的
な
観
点

か
ら
今
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
正
大
学

専
任
講
師
の
曽
根
宣
雄
先
生
の
ほ
う
か
ら
お
話
を
ち
ょ
う
だ
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

曽
根　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
曽
根
で
ご

ざ
い
ま
す
。
も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
身
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
皆
様
に

ご
提
言
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

一
応
、
浄
土
学
の
立
場
か
ら
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

お
配
り
い
た
し
ま
し
た
資
料
、
ち
ょ
っ
と
長
く
て
恐
縮
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
一
応
、
法
語
等
を
き
ち
ん
と
挙
げ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い

と
思
い
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
適
宜
省
略
で
き
る
も
の
は
省
略
し
な
が
ら
お
話
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、「
は
じ
め
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
法
然
上
人
の

教
え
は
凡
夫
性
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
大
き

な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
凡
夫
性
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、

私
ど
も
凡
夫
の
心
持
ち
と
乖
離
し
な
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
と
、
法
然
上
人
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
普
遍
的
な

価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
も

う
一
回
き
ち
ん
と
認
識
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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何
か
を
現
代
と
い
う
名
の
も
と
で
、
教
義
的
な
も
の
を
変
え
る
と

か
、
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
解
釈
を
変
え
る
と
か
、

そ
う
い
っ
た
必
要
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま

す
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
し
た
ら
浄
土
宗
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
は
、
法
然
上
人
の
教
え
の
優
位
性
と
い
う
も
の
を
再
度
き

ち
ん
と
認
識
し
て
、
要
は
、
他
宗
か
ら
見
れ
ば
「
い
い
な
、
浄
土

宗
」
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
部
分
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
う
い
う
部
分
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
、
説
い
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
大
切
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
（
１
）
本
音
の
人
間
観
、（
２
）
規
範
性
―
判
り
や
す
く
明
確
、

（
３
）
寛
容
性
―
凡
夫
に
対
す
る
温
か
い
眼
差
し
、（
４
）
規
範
性
と

寛
容
性
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
よ
う
な
視
点
か
ら
、
法
然
上
人

の
教
え
と
い
う
も
の
を
も
う
一
回
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（
１
）
本
音
の
人
間
観
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
も

う
ご
承
知
の
よ
う
に
、
三
学
非
器
と
信
機
で
す
ね
。
①
の
三
学
非
器

と
い
う
の
は
、
浄
土
門
帰
入
以
前
の
凡
夫
の
自
覚
で
あ
り
、
こ
の
三

学
非
器
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
従
来
の
悟
り
の
仏
教
、
聖
道
門
か
ら
決

別
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
②
の
信
機
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
浄
土
門
帰
入

後
の
凡
夫
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

浄
土
門
に
帰
入
し
た
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
御
前
に
お
い
て
す
べ
て

の
人
間
は
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
立
つ
の
で
す
。
罪
悪
生
死
・

煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
自
覚
こ
そ
が
浄
土
宗
の
人
間
観
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
の
人
間
観
に
立
つ
な
ら
ば
、
心
の
中
に
浄
土
を

築
く
と
か
、
阿
弥
陀
仏
を
生
起
す
る
と
い
う
よ
う
な
論
理
は
出
て
こ

な
い
。
こ
れ
を
き
ち
ん
と
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

③
は
愚
痴
に
還
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
道
門
の
修
行

は
智
慧
を
極
め
て
生
死
を
離
れ
、
浄
土
門
の
修
行
は
愚
痴
に
還
り
て

極
楽
に
生
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

法
然
上
人
の
人
間
観
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
申
し
ま
す
れ
ば
、
法

然
上
人
の
人
間
観
に
は
、
人
間
を
理
性
、
知
性
を
持
っ
た
存
在
と
定

義
す
る
見
方
に
対
す
る
警
鐘
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
現
代
に
お
い
て
は
、
人
間
の
理
性
、
知
性
と

い
う
も
の
を
、
教
育
を
受
け
る
中
で
、
結
構
、
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。
一
方
で
人
間
の
限
界
性
の
よ
う
な
も
の
を
余
り
教

わ
ら
な
い
で
来
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
実
際
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
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と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
人
間
観
か
ら
学
べ
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
皆
迷
い
を

持
っ
た
存
在
で
あ
る
、
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を

認
識
せ
よ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
お
ご
り
を
捨
て
去
る

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
形
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
即
し
て
説
い

て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
理
性
、
知
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
在
の
こ
と
で
言
い
ま
す
れ
ば
、
福
島
の
風
評
被
害
の
問
題
が
あ
り

ま
す
。
理
性
、
知
性
を
持
っ
た
人
間
た
ち
が
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を

な
し
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
よ
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
も
う
一
回
、
人
間
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

存
在
な
の
か
と
い
う
反
省
の
上
に
立
っ
て
歩
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う

こ
と
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
代
の
多
く
の

方
々
に
対
し
て
も
、
大
切
に
説
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。

　
（
２
）
法
然
上
人
の
教
え
の
規
範
性
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
法
然
上
人
の
教
え
の
規
範
性
は
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
明
確

で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
①
で
所
求
・
所
帰
・
去
行
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
皆
様

ご
承
知
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
所
求
は
西
方
浄
土
、
お
浄
土

は
指
方
立
相
の
お
浄
土
で
あ
り
、
報
土
で
あ
る
。
所
帰
、
阿
弥
陀
さ

ま
で
す
ね
。
阿
弥
陀
仏
は
、
報
身
で
あ
り
、
人
格
的
な
救
済
者
で
あ

る
。
去
行
は
、
称
名
念
仏
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
形
で
、
明
確
に
浄

土
宗
の
場
合
、
教
え
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

②
は
、
実
在
す
る
阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
そ
こ
に
、『
逆
修
説
法
』
の
六
七
日
の
記
述
を
挙
げ
て

お
き
ま
し
た
。

　

法
然
上
人
は
、
娑
婆
は
穢
土
で
あ
り
、
私
達
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
「
唯
心
の
浄
土
・
己
身
の
弥

陀
」
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

法
然
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
所
求
で
あ
る
極
楽
浄
土
は
あ
く
ま
で

も
指
方
立
相
で
あ
り
、
所
帰
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
は
自
己
に
内
在
す

る
の
で
は
な
く
、
浄
土
を
構
え
ら
れ
て
い
る
人
格
的
な
救
済
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
教
え
で
あ
り
ま
す
の
で
、
な
い
が
し
ろ
に

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
現
代
的
と
い
う

名
の
も
と
で
、
ま
た
、
昔
の
法
然
上
人
以
前
の
唯
心
浄
土
論
に
返
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
次
で
す
が
、
③
念
仏
と
諸
行
の
明
確
な
相
違
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、『
選
択
集
』
の
説
示
に
沿
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
お
念
仏
と
諸
行
と
い
う
の
は
、
弥
陀
の
本
願
、
釈
尊
の
付
属
、

諸
仏
の
証
誠
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
全
く
比
較
に
な
ら
な
い
わ
け

で
す
ね
。
お
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
り
、
釈
尊
の
付
属
の
行

で
あ
り
、
諸
仏
の
証
誠
の
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
阿
弥
陀
仏
、
釈
尊
、
諸
仏
と
い
う
仏
さ
ま
の

選
び
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
念
仏
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、

釈
尊
の
付
属
、
諸
仏
の
証
誠
の
三
仏
同
心
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　

そ
の
次
の
と
こ
ろ
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、
法

然
上
人
の
教
え
に
は
、
明
確
な
救
済
の
場
（
西
方
浄
土
）、
明
確
な

救
済
者
（
阿
弥
陀
仏
）、
明
確
な
往
生
行
（
称
名
念
仏
）
と
い
う
も

の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
ど
も
が
救
わ
れ
る
場
、
救

っ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
、
な
す
べ
き
行
と
い
う
も
の
が
き
ち
ん
と
明

確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
次
は
、（
３
）
法
然
上
人
の
教
え
の
寛
容
性
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
凡
夫
性
に
対
す
る
温
か
い
眼
差
し
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
教
え
が
な
ぜ
温
か
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言

い
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
眼
差
し
と
い
う
も
の
を
法

然
上
人
が
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

　

①
の
念
仏
行
の
平
等
性
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
次
の
※
の
と
こ
ろ

に
ま
い
り
ま
す
が
、
念
仏
行
は
有
智
無
智
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、

貴
賤
、
男
女
、
時
期
等
を
区
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
そ
の
次
で
、『
念
佛
往
生
要
義
抄
』
に
あ
り
ま
す
が
、

聖
人
が
申
す
念
仏
と
在
家
の
者
の
申
す
念
仏
で
す
ね
、
法
然
上
人
は

は
っ
き
り
と
い
う
功
徳
等
し
く
し
て
、
全
く
替
り
目
あ
る
べ
か
ら
ず

と
い
う
こ
と
で
、
だ
れ
が
称
え
よ
う
と
も
、
往
生
を
願
っ
て
称
え
る

念
仏
に
優
劣
は
な
い
と
お
答
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

②
は
、
勝
易
の
お
念
仏
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
要
は
、

勝
劣
の
義
と
難
易
の
義
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
※
に
書
い

て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
、
労
力
の
大
き
い
行
、
し
ん
ど

い
行
、
そ
う
い
う
行
が
す
ぐ
れ
て
い
る
、
功
徳
に
す
ぐ
れ
る
と
い
う

ふ
う
に
世
間
一
般
で
は
取
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

み
ん
な
に
で
き
る
行
、
凡
夫
に
で
き
る
行
こ
そ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
選
択
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
わ
け
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
難
し
い
行
だ
か
ら
す
ご
い
、
功

徳
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
み
ん
な
に
で
き
る
行
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こ
そ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
選
択
を
阿
弥
陀
さ
ま
が
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
と
い
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
み
教

え
だ
と
い
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
次
、
③
は
三
心
具
足
で
す
ね
。
三
心
具
足
の
と
こ
ろ
で
申
し

上
げ
た
い
の
は
、
教
義
書
等
で
法
然
上
人
は
三
心
に
つ
い
て
、
事
細

か
に
お
説
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
和
語
の
法
語
を
見

ま
す
と
、
三
心
具
足
の
心
と
は
、
真
実
の
心
を
起
こ
し
、
深
く
本
願

を
信
じ
、
往
生
を
願
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
の
『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』
で
す
と
、
心
に
阿
弥
陀
仏

お
助
け
く
だ
さ
い
と
思
っ
て
称
え
る
念
仏
が
三
心
具
足
の
念
仏
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
平
易
に
私
ど
も
凡
夫
に
わ
か
る
形
で
お

示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
次
が
④
、
散
心
、
散
る
ほ
う
の
念
仏
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
明

遍
僧
都
の
ご
質
問
に
対
し
て
の
お
答
え
で
す
。
前
後
も
う
少
し
ご
ざ

い
ま
す
が
、
長
く
な
り
ま
す
の
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

要
は
、
明
遍
僧
都
が
、
念
仏
を
称
え
て
い
て
も
心
が
乱
れ
る
の
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
質
問
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に

対
し
て
法
然
上
人
が
、
と
に
か
く
お
念
仏
の
相
続
が
大
切
な
ん
で
す

よ
と
い
う
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
線
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
が
、「
散
心
な
が
ら
念
仏
を

申
す
者
が
往
生
す
れ
ば
こ
そ
め
で
た
き
本
願
に
て
は
あ
れ
」
と
い
う

こ
と
で
、
散
る
心
な
が
ら
も
お
念
仏
を
称
え
た
な
ら
ば
往
生
で
き
る

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
⑤
、
⑥
、
⑦
の
お
話
は
、
い
ず
れ
も
臨
終
の
問
題
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
⑤
は
、
正
念
来
迎
で
は
な
く
、
来
迎
正
念
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。『
浄
土
宗
略
抄
』
の
中
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
佛
の
来
迎
し

給
ふ
ゆ
へ
は
行
者
の
臨
終
正
念
の
た
め
也
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

引
用
の
後
で
す
が
、
仏
が
来
迎
す
る
の
は
、
臨
終
の
行
者
を
正
念

に
至
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
臨
終
正
念
故
に
仏
の
来
迎
が
あ
る
と

心
得
て
い
る
の
は
、
仏
の
本
願
も
経
典
も
心
得
て
い
な
い
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
以
前
は
、
臨
終
行
儀
が
重
視
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
臨

終
行
儀
の
中
で
、
亡
く
な
り
行
く
方
が
正
念
に
至
る
こ
と
が
で
き
た

ら
阿
弥
陀
さ
ま
が
来
迎
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
臨
終

に
正
念
に
至
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
法
然
上
人
の
お
考
え
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
き
ち
ん
と
『
阿
弥
陀

経
』
と
『
称
讃
浄
土
経
』
に
基
づ
い
て
の
法
然
上
人
の
説
示
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
亡
く
な
り
行
く
凡
夫
を
正
念
に
至
ら
し
め
る
た
め
に
、
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正
念
の
境
地
に
導
く
た
め
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
来
迎
し
て
く
だ
さ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

※
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
法
然
上
人
が
説
い
て
い
る
の
は
「
正
念
来

迎
」
で
は
な
く
「
来
迎
正
念
」
で
あ
る
。
亡
く
な
り
行
く
方
が
正
念

ゆ
え
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
来
迎
す
る
の
で
は
な
く
、
亡
く
な
り
行
く
方

を
正
念
に
導
く
た
め
の
来
迎
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
来
迎
に
よ
っ

て
正
念
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

法
然
上
人
は
、『
逆
修
説
法
』
及
び
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お
い

て
、
亡
く
な
り
行
く
凡
夫
が
起
こ
し
て
し
ま
う
三
種
の
愛
心
、
境
界

愛
・
自
体
愛
・
当
生
愛
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
境
界
愛
と
い

う
は
、
家
族
と
か
親
族
、
家
屋
等
を
含
め
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も

の
に
対
す
る
執
着
心
。
自
体
愛
は
、
み
ず
か
ら
の
身
命
に
対
す
る
執

着
心
。
そ
し
て
、
当
生
愛
と
い
う
の
は
、
死
後
ど
う
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
で
す
ね
。
凡
夫
は
そ
う
い
う
も
の
を
起
こ

し
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
来
迎
に
よ
っ
て
す
べ

て
そ
れ
は
滅
せ
ら
れ
、
正
念
に
至
り
、
そ
し
て
、
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

⑥
は
、
善
知
識
が
い
な
く
と
も
来
迎
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
往
生
浄
土
用
心
』
の
説
示
で
す
が
、

日
頃
念
仏
を
称
え
て
い
て
も
臨
終
に
善
知
識
に
遇
わ
な
け
れ
ば
往
生

は
難
し
い
と
い
う
こ
と
や
、
病
が
重
く
心
が
乱
れ
て
い
れ
ば
往
生
が

難
し
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
善
導
の
御
心
に

よ
れ
ば
極
楽
往
生
を
願
い
、
多
く
て
も
少
な
く
て
も
念
仏
を
称
え
た

人
に
対
し
て
は
、
命
終
の
時
に
阿
弥
陀
仏
が
聖
衆
と
共
に
来
迎
し
て

く
だ
さ
る
の
で
す
。
日
頃
念
仏
を
称
え
て
い
れ
ば
、
臨
終
に
善
知
識

が
い
な
く
て
も
来
迎
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
み

教
え
で
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、『
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
』
で
は
、「
凡
夫
を
善
知

識
と
頼
む
の
で
は
な
く
阿
弥
陀
仏
を
善
知
識
と
す
べ
き
」
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
⑦
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
自
身
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
お

言
葉
だ
な
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
線
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。

「
た
ゝ
し
人
の
死
の
縁
は
、
か
ね
て
お
も
ふ
に
か
な
ひ
候
は
ず
」
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

私
達
の
死
の
縁
は
、
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
急

に
道
で
命
が
終
わ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
大
小
便
を
し
て
い
る
所
で
死

ぬ
人
も
あ
る
。
太
刀
や
刀
で
命
を
失
い
、
火
に
焼
け
水
に
溺
れ
て
命

を
失
う
人
も
た
く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
死
を

迎
え
た
と
し
て
も
、
日
頃
か
ら
念
仏
を
申
し
て
極
楽
往
生
を
願
っ
て

い
る
人
で
あ
れ
ば
、
命
終
の
時
に
阿
弥
陀
仏
・
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
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薩
は
、
来
迎
し
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

要
は
、
法
然
上
人
、
人
の
死
に
ざ
ま
は
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
如
何
に
関
係
な
く
、
平
生
の
念
仏
に
よ
っ
て
阿

弥
陀
仏
の
来
迎
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま

す
。

　

そ
し
て
、
⑧
で
す
。
念
仏
回
向
の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、「
孝
養
の
心
を
も
て
父
母
を
重
く
し
思
わ
ん
人
は
」

と
い
う
こ
と
で
、『
あ
る
人
に
示
す
こ
と
ば
』
を
挙
げ
て
お
き
ま
し

た
が
、
法
然
上
人
は
「
亡
き
父
母
の
た
め
に
孝
養
の
心
が
あ
る
人
は
、

ま
ず
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
願
い
し
な
さ
い
」
と

い
い
、
念
仏
に
よ
る
回
向
を
説
い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
は
「
な
き
人
の
た
め
に
念
仏
を
廻
向

し
そ
う
ら
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
、
光
を
放
ち
て
地
獄
餓
鬼
畜
生
を
照
ら

し
た
ま
い
そ
う
ら
え
ば
、
こ
の
三
悪
道
に
沈
み
て
苦
を
受
く
る
者
、

そ
の
苦
し
み
休
ま
り
て
命
終
り
て
後
、
解
脱
す
べ
き
に
て
そ
う
ろ

う
」
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　

第
一
義
的
に
い
え
ば
、
当
然
な
が
ら
、
お
念
仏
は
自
ら
の
浄
土
往

生
を
願
っ
て
称
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
法

然
上
人
は
、
亡
き
人
の
た
め
に
称
え
る
お
念
仏
も
説
か
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
教
義
的
な
裏
づ
け
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
亡
き
人
の
た
め
お
念
仏
を
回
向
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
法

然
上
人
の
御
法
語
の
『
あ
る
人
に
示
す
こ
と
ば
』
と
『
往
生
浄
土
用

心
』
の
内
容
か
ら
し
ま
す
れ
ば
、
必
得
往
生
と
い
う
こ
と
が
言
え
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
⑨
で
す
が
、
往
生
の
願
が
勇
猛
で
な
い
者
に
対
し
て

と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
こ
の
ご
法
語
は
、
読
ん
で
い
て
、
自
分
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
自
分
が
質
問
し
て
い
る
よ
う
な
気

に
な
っ
て
し
ま
う
ご
法
語
な
の
で
す
。

　

要
は
、
往
生
を
願
う
心
が
あ
り
な
が
ら
も
、
勇
猛
で
な
い
と
反
省

し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
嘆
く
の
は
往
生
し
た
い
と
い

う
志
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
往
生
を
願
い
念
仏
を
申
し
て
い

れ
ば
勇
猛
心
が
な
く
と
も
仏
は
哀
れ
み
、
菩
薩
は
護
っ
て
く
だ
さ
り
、

障
り
が
除
か
れ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
法
然
上
人
は
お
示
し
く

だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

往
生
を
願
わ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
心
が
勇
猛
に

な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
凡
夫
の
性
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
方
に
対
し
て
、
法
然
上
人
の
非
常
に
温

か
い
教
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
嘆
く
こ
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と
自
体
が
往
生
し
た
い
と
い
う
志
が
あ
る
ん
だ
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
法
然
上
人
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
形
で
、（
３
）
の
と
こ
ろ
の
お
話
を
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
法
然
上
人
の
教
え
に
は
、
凡
夫
に
対
す
る
温
か
い
眼
差
し

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、（
４
）
で
す
が
、
規
範
性
と
寛
容
性
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
で
す
。
す
み
ま
せ
ん
、
こ
れ
以
上
う
ま
い
言
語
表
現
が
で
き
な
い

も
の
で
す
か
ら
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
然
上
人
の
歩
み
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
れ
ば
、
一
つ
は
、

修
行
軽
視
の
本
覚
思
想
の
こ
と
を
想
定
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
比
叡

山
に
上
っ
て
修
行
を
し
な
い
で
、
煩
悩
即
菩
提
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま

仏
だ
と
い
っ
て
開
き
直
っ
て
い
た
お
坊
さ
ん
た
ち
が
い
た
わ
け
で
す

ね
。
法
然
上
人
は
そ
れ
か
ら
離
れ
る
わ
け
で
す
。『
四
十
八
巻
伝
』

で
は
名
聞
利
養
を
離
れ
て
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
そ
う
い
っ
た
本
覚
思
想
の
否
定
、
堕
落

の
否
定
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
黒
谷
に
お
い
て
法
然
上
人
は
一
所
懸
命
修
行
を
な
さ
る

わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
堕
落
的
な
教
え
じ
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
天
台
宗
の
教
観
双
修
と
い
う
こ
と
で
や
る
わ
け
で
す
。
自
力

得
道
の
教
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
修
行
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が

三
学
非
器
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
機
教
相
応
し
な
い
厳
し

い
教
え
、
難
行
苦
行
の
否
定
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
に
、

一
心
専
念
の
文
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
ま
す
れ
ば
、
浄
土
宗
開
宗
と
い
う
も
の

は
、
堕
落
で
も
、
難
行
苦
行
で
も
な
い
、
勝
易
の
念
仏
の
提
示
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
歩
み
に
は
、
釈
尊
の
「
快
楽
の
否
定
→
苦
行
の
否
定

→
中
道
」
と
共
通
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う

に
私
は
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
が
説
か
れ
た
教
え
は
、
凡
夫
に
と
っ
て
寛
容
的
で
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
単
な
る
現
実
肯
定
論
」
で
も
「
何
で
も
あ

り
」
で
も
な
い
。
法
然
浄
土
教
は
念
仏
行
と
い
う
因
が
あ
っ
て
、
往

生
浄
土
と
い
う
果
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
無
因
有
果
」
の
本
覚
思
想

と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
無
因
有
果
と
い
う
言
葉
は
、
二
祖
聖
光
上
人
の
最
初
の
お
師

匠
様
で
ご
ざ
い
ま
す
宝
地
房
証
真
上
人
が
、『
法
華
玄
義
私
記
』
の

中
で
本
覚
思
想
を
批
判
す
る
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
修

行
を
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
悟
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
無
因
有

果
で
あ
り
、
外
道
の
教
え
だ
と
い
う
批
判
を
証
真
さ
ん
は
な
さ
っ
て
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い
ま
す
。
法
然
上
人
の
教
え
と
い
う
の
は
、
単
な
る
現
状
肯
定
論
で

も
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
修
行
を
必
要
と
し
な
い
教
え
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
お
念
仏
と
い
う
行
が
あ
る
、
そ
う
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
次
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
は
凡
夫
の
浄
土
往
生
に
関
し
て
、
行

が
必
要
な
い
と
は
説
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
往
生
浄
土
の
た
め
に
は
、

行
は
必
要
で
す
。
け
れ
ど
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
凡
夫

に
難
行
苦
行
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
が
二
百
一

十
億
の
仏
国
土
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
た
の
は
、「
勝
易
の
念
仏
」
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
選
択
本
願
も
ま
た
、「
行
の
軽
視
の
否
定
」

と
「
難
行
苦
行
の
否
定
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
浄
土
宗
は
、
自
堕
落
な
法
門
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
、
あ
る
他
宗
の
先
生
が
、
前
に
、
浄
土
宗
に
対
し
ま

し
て
、「
お
め
え
ら
易
行
道
は
よ
」
と
よ
く
私
に
言
っ
て
い
た
も
の

で
す
か
ら
、
ど
う
に
か
し
て
そ
れ
に
反
論
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

　

や
は
り
浄
土
宗
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
ま
す

れ
ば
、「
行
の
軽
視
の
否
定
」
と
「
難
行
苦
行
の
否
定
」
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
「
中
道
」
と
い
う
も
の
の
上
に
成
立
し
て
い
る
正
統

的
な
法
門
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
堕
落
を
法
門
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

②
は
、
抑
止
門
と
摂
取
門
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

時
間
の
都
合
で
ち
ょ
っ
と
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ
う
に
、
第
十
八
願
で
は
「
唯
除
五
逆
誹

謗
正
法
」
と
説
か
れ
、
下
品
下
生
で
は
「
五
逆
の
衆
生
の
救
済
」
が

説
か
れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
説
示
と
い
う
も
の
が
矛
盾
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
、
中
国
で
は
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
十
五
家
の
異
義
が
あ
り

ま
し
た
。
浄
土
宗
で
は
、
善
導
大
師
の
解
釈
に
の
っ
と
っ
て
、
抑
止

門
（
十
八
願
）
と
い
う
の
が
、
未
だ
悪
を
な
し
て
い
な
い
者
に
対
し

て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
摂
取
門
（
下
品
下
生
）
は
已
造
悪
、

既
に
悪
を
な
し
た
者
に
対
し
て
説
か
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

た
だ
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
最
終
的
に
十
悪
五
逆
の
衆
生

が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
れ
ば
、
十
八
願
の
「
唯
除
五

逆
誹
謗
正
法
」
の
説
示
は
要
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
が
罪
を
つ
く
ら
ん
こ
と
を

恐
れ
て
、
方
便
し
て
と
ど
め
て
、
往
生
得
ず
と
説
い
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
、
衆
生
に
五
逆
誹
謗
正
法
を
犯
さ
せ
た
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く
な
い
と
い
う
意
思
を
明
確
に
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
一
行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
悪
人

で
あ
っ
て
も
救
済
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
衆
生
が
罪
を
犯

さ
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
衆
生
が
善
い
方
向
に
進
ん
で
く
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

③
の
法
然
上
人
の
廃
悪
修
善
と
悪
人
救
済
と
い
う
の
も
、
私
自
身

は
、
善
導
大
師
の
抑
止
門
と
摂
取
門
の
意
を
く
ん
で
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
現
存
す
る
資
料
の
中
か
ら
、
抑
止
門
、
摂
取
門
に
対

す
る
具
体
的
な
説
明
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
が
、
ご
法
語
を
見
て
い
く
限
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

時
間
の
都
合
で
、『
諸
人
伝
説
の
こ
と
ば
』
に
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
法
然
上
人
は
「
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪
人
な

が
ら
」
と
い
う
生
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
の
念
仏
を
説
き
な
が
ら
も
「
悪

を
改
め
善
人
と
な
っ
て
念
仏
す
る
」
こ
と
が
仏
の
御
心
に
か
な
う
こ

と
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
仏
が
選
択
さ
れ
た
往
生
行
が
念
仏
で
あ
る
以
上
、「
廃
悪

修
善
」
は
往
生
の
可
否
に
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

法
然
上
人
は
、
念
仏
実
践
の
中
で
悪
か
ら
善
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
こ

と
が
仏
の
意
に
添
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

す
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
悪
を
改
め
善
人
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
根
拠

を
「
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
う
」
と
し
て
仏
辺
（
仏
の
側
）
に
求
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
然
浄
土
教
の
大
き

な
特
徴
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
悪
人
救
済
と
、
廃
悪
修
善
と
い
う
も
の
が
、
バ
ラ
ン
ス

よ
く
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
浄
土
宗
は
、
造
悪
無
碍
、
何
で
も
あ
り
あ
り
の
教
え

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
理
解
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
お
わ
り
に
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
現
代
の

私
た
ち
が
再
確
認
す
べ
き
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

①
「
所
求
・
所
帰
・
去
行
」
に
つ
い
て
は
、
凡
夫
の
思
慮
分
別
を

加
え
ず
に
正
し
く
継
承
す
べ
き
で
す
。
現
代
化
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
を
言
っ
て
、
凡
夫
の
た
め
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
五
劫
思
惟
し
て
お
考
え
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
を
、
た
か

だ
か
数
十
年
の
、
長
生
き
し
て
も
１
０
０
年
の
私
ど
も
が
、
凡
夫
の



─ 42 ─

思
慮
分
別
で
も
っ
て
そ
れ
を
批
判
し
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
な
ど
と
言

う
こ
と
は
、
非
常
に
お
こ
が
ま
し
い
、
厚
か
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
末
法
の
凡
夫
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も

十
分
見
越
し
た
上
で
本
願
を
お
立
て
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
正
し
く
継
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　

②
は
、
命
終
の
後
に
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
間
違
い
な
く
浄
土
に
救

済
さ
れ
る
と
い
う
教
え
は
、
現
代
に
お
い
て
も
意
義
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
名
和
先
生
の
ほ
う
か
ら
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し

た
が
、
明
確
な
救
済
者
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
が
お
ら
れ
、
亡
く
な
っ
た

後
に
明
確
な
救
済
の
場
（
極
楽
浄
土
）
が
あ
る
と
い
う
教
え
は
、
私

た
ち
凡
夫
の
素
朴
な
感
情
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

　

私
自
身
、
極
楽
な
ん
て
あ
る
わ
け
な
い
と
言
っ
て
い
た
友
人
が
、

自
分
が
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
本
当
に
自
分
の
面
倒
見
て
く
れ
た
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
死
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
よ
っ
て
救
わ

れ
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
教
え
が
、
非
常
に
あ
り
が
た
い

と
い
う
こ
と
が
や
っ
と
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
素
朴
な
感
情
と
し
て
、
よ
く
一
般
の
方
が

「
迷
わ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
り
し
ま
す
が
、
そ

う
い
っ
た
意
味
で
、
明
確
な
救
済
者
、
明
確
な
救
済
の
場
と
い
う
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

凡
夫
の
思
弁
的
な
立
場
よ
り
仏
説
を
否
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
凡
夫
の
素
朴
な
感
情
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ち
ょ
っ

と
補
足
的
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
や
は
り
往
相
、
還
相
そ

し
て
、
倶
会
一
処
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
方
と
私
ど
も

が
決
し
て
無
関
係
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
具
体
的
に
は
、

お
念
仏
の
声
が
ち
ゃ
ん
と
届
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
、
お

護
り
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
も
素
朴
な
感
情
に
合

致
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
③
で
す
が
、
法
然
上
人
の
教
え
の
寛
容
性
と
は
、
人
々

の
現
実
と
乖
離
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
様
々
な
悩

み
を
抱
え
て
生
き
る
現
代
の
私
た
ち
に
対
し
て
、
法
然
上
人
の
教
え

の
や
さ
し
さ
を
提
示
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

④
と
⑤
は
、
別
に
私
、
親
鸞
さ
ん
の
批
判
を
し
た
い
わ
け
で
は
ご
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ざ
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
書
い
て
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
④
の
も
の
に

関
し
て
は
、
し
ば
し
ば
研
究
者
が
（
研
究
者
と
申
し
ま
し
て
も
真
宗

の
研
究
者
の
方
で
す
が
）、
法
然
上
人
が
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
説
く

こ
と
は
不
十
分
な
教
え
で
、
不
徹
底
だ
と
い
う
ふ
う
に
申
し
ま
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
親
鸞
さ
ん
が
、「
臨
終
ま
つ
こ
と
な

し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
を
高
く
評
価
し
て
、
法
然
上
人
は
不
十
分
だ
と
い
う
ふ
う

に
言
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
実
際
に
法
然
上
人
の
教
え

と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
に
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
、
阿
弥
陀

仏
の
来
迎
は
、
臨
終
に
凡
夫
を
正
念
に
至
ら
し
め
、
浄
土
に
救
済
す

る
た
め
な
わ
け
で
す
。
要
は
、
生
に
対
す
る
私
た
ち
の
執
着
心
を
滅

す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
来
迎
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

「
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
で

す
ぱ
っ
と
割
り
切
る
教
え
と
、
最
後
の
最
後
ま
で
執
着
心
が
残
っ
て

し
ま
う
凡
夫
を
導
く
た
め
の
来
迎
と
い
う
教
え
と
、
ど
ち
ら
が
凡
夫

の
現
実
に
即
し
た
教
え
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

⑤
の
ほ
う
で
す
が
、
も
う
一
点
は
、
法
然
上
人
は
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
へ
の
念
仏
回
向
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
さ
ん
は
、『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
、「
父
母
の

孝
養
の
為
に
一
遍
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ
と
未
だ
候
は
ず
」
と
い

う
こ
と
を
説
き
、
念
仏
回
向
を
否
定
し
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
非
常
に

す
ば
ら
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
親
鸞
さ
ん
は
一
切
の
有
情
と
い
う
の
が
み
ん
な
関
係
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
父
母
の
み
を
特
別
視
す
る
こ
と
と
、
念
仏

は
我
が
力
で
な
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
念

仏
回
向
を
否
定
す
る
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
、
凡
夫
と
し
て
の
私

た
ち
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
と
き
に
、
父
母
に
対
す
る
孝
養
よ

り
も
、
一
切
の
有
情
の
こ
と
を
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

法
然
上
人
は
、
私
た
ち
の
凡
夫
性
を
理
解
し
た
上
で
、
自
分
の
縁

者
の
た
め
に
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
亡
き
人
に
念
仏
の
功
徳
を
回
向
す
る
こ
と
を
肯
定

す
る
の
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
凡
夫
の
心
持
ち
と
乖
離
し
な
い
教
え
で

あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

⑥
で
す
が
、
法
然
上
人
は
、
行
が
必
要
な
い
と
は
決
し
て
説
か
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
往
生
浄
土
の
た
め
に
は
行
は
必
要
で
あ
る
。
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け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
難
行
苦
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
勝
易
の
念
仏
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

⑦
は
法
然
上
人
は
、
悪
人
救
済
を
説
く
が
、
悪
を
単
純
に
肯
定
し

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
で
廃
悪
修
善
が
明
確

に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
廃
悪
修
善
を
旨
に
生
き
な
が
ら
も
悪

を
な
し
て
し
ま
う
凡
夫
の
救
済
が
、
法
然
上
人
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
廃
悪
修
善
と
悪
人
救
済
は
抑
止
門
と
摂
取
門
の
バ
ラ
ン
ス
の
中

で
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
言
え
ま
す
こ
と
は
、
法
然
上
人
の
教
え
に

は
、
規
範
性
と
寛
容
性
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
あ
り
、
現
代
に
お
い

て
も
充
分
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
八
百
年
大
遠
忌
を
迎
え
て
、
私
ど

も
は
、
法
然
上
人
の
教
え
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
大
切
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

法
然
上
人
以
上
に
重
視
す
べ
き
お
祖
師
さ
ま
と
い
う
の
は
、
浄
土

宗
で
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、

法
然
上
人
の
教
え
に
本
当
に
忠
実
に
や
っ
て
い
く
、
そ
し
て
、
そ
の

優
位
性
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大

切
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

お
浄
土
に
お
ら
れ
る
法
然
上
人
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
な
、
そ

う
い
っ
た
歩
み
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
自
戒
を
込
め
て
申

し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
発
表
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　

今
岡　

曽
根
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
分

時
間
が
押
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
早
速
に
、
布
教
師
会
副
理
事

長
の
松
岡
上
人
の
お
話
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
松
岡
上
人
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

松
岡　
「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
こ
と
で
、

布
教
師
的
側
面
か
ら
こ
れ
を
お
話
し
せ
よ
と
い
う
課
題
を
ち
ょ
う
だ

い
し
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
布
教
と
い
い
ま
す
と
、
説
教
師
、
高
座
に
上
が
っ
て
布

教
す
る
人
た
ち
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
浄
土
宗
布
教

師
会
と
い
う
の
は
広
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
は
、
広
義

に
、
布
教
と
い
う
も
の
を
受
け
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
、
そ

う
い
っ
た
前
提
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
く
し
く
も
、
お
二
方
、
名
和

先
生
、
曽
根
先
生
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
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ま
す
が
、
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま
し
て
、
う
ん
、
な
る
ほ
ど
、
な
る

ほ
ど
、
そ
れ
は
私
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
多
々
出

て
ま
い
り
ま
し
て
、
最
後
に
な
る
と
、
焼
き
直
し
で
ち
ょ
っ
と
つ
ら

い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

初
め
に
、
現
代
の
環
境
、
社
会
を
見
た
と
き
、
寺
院
と
か
僧
侶
に

対
す
る
目
が
、
本
来
的
な
も
の
か
ら
随
分
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
認
識
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、

最
近
、
痛
切
に
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
故
人
、
亡
く
な
っ
た
方
の
た
め
に
お
寺
が
あ
り
、
お

坊
さ
ん
が
い
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
葬
儀
と
法
事
を
し
て

く
れ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
方
も
か
な
り
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

実
は
、
私
事
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
親
し
く
し
て
い
る
友
人
が
、
先

ご
ろ
、
お
母
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
ま
し
て
、
彼
は
、
お
香
を
販
売
し
て

い
る
会
社
に
勤
務
し
て
お
り
、
仏
教
に
は
非
常
に
縁
の
深
い
は
ず
で

あ
り
ま
す
が
、「
お
ま
え
、
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
葬
儀
を
ど

う
い
う
ふ
う
に
受
け
と
め
た
？
」
と
尋
ね
ま
す
と
、
私
の
期
待
す
る

答
え
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。「
世
間
一
般
に
や
っ
て
い
る
か
ら
し

た
」
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。
長
年
の
友
人
で
あ
り
ま
し
た
し
、
関

連
す
る
仕
事
に
就
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
答
え
に
ぐ
っ
と
き
た

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
な
り
に
、
彼
に
は
、
い
ろ
い
ろ
仏
教
、
あ

る
い
は
、
浄
土
宗
の
教
え
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
受
け
と
め
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
必
ず
し
も
そ
の
友
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
社
会
全
体
に
、

何
と
な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
へ
の
思
い
出
と
い
う
か
、
ア
フ
タ
ー
ケ

ア
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
と
案
じ
ら
れ
る
の

で
す
。

　

先
ほ
ど
、
名
和
先
生
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
葬
儀
、
あ
る

い
は
先
祖
供
養
と
か
、
亡
く
な
っ
た
人
の
廻
向
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
崩
壊
し
て
き
て
、
葬
儀
の
簡
略
化
と
い

う
こ
と
が
出
て
き
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
少
子
高
齢
化
と
い
う
中
で
、

子
供
達
に
負
担
を
か
け
た
く
な
い
、
あ
る
い
は
、
負
担
し
た
く
な
い

と
い
う
気
持
ち
が
出
て
き
て
、
都
市
部
で
は
、
直
葬
と
呼
ば
れ
る
形

態
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
、
宗
教
離
れ
、
仏
教
離
れ
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
を
眺
め
て
み
ま
す
と
、
立
派
な
有
名
人
の
お
葬
式
の
場
面

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
僧
侶
が
何
人
も
出
勤
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
中
継
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
方
も
、
そ
れ
か
ら
、

喪
主
の
挨
拶
も
、
決
ま
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
故
人
も
天
国
で
幸
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せ
に
、
あ
る
い
は
、
安
ら
か
に
眠
れ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

い
つ
か
ら
亡
く
な
っ
た
ら
天
国
と
い
う
の
が
定
着
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
ん
な
昔
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、

以
前
は
、
浄
土
と
か
、
極
楽
だ
と
か
に
行
っ
た
と
い
う
表
現
を
ご
遺

族
や
周
り
の
人
も
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
お
し
な
べ
て
、
死
後

の
世
界
を
天
国
と
言
っ
て
い
る
。

　

私
に
は
、
こ
れ
は
奇
異
に
感
じ
ま
す
し
、
そ
の
一
方
で
は
、
我
々

の
布
教
教
化
の
至
ら
な
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、
こ
の
よ
う

に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

か
ね
て
か
ら
、
浄
土
宗
で
は
、
教
師
即
布
教
師
と
言
わ
れ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
言
葉
の
と
お
り
、
教
師
と
い
う
の
は
、
何
か
を
教
え
て

い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
儀
式
に
関
わ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
儀
式
に
よ
っ
て
伝
え
る
も
の
は
、
身
業
で
あ
り
、

意
業
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
教
師
で
あ
る
以
上
は
、
仏

さ
ま
教
え
、
法
然
上
人
の
教
え
を
し
っ
か
り
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、

こ
れ
は
教
師
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
教
師
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
亡
く
な
っ
た
人
の
追
善
廻
向
の
方
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
。
言

い
か
え
る
と
生
活
の
糧
と
し
て
そ
ち
ら
の
方
を
向
い
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

生
者
、
生
き
て
い
る
方
の
信
仰
生
活
、
お
念
仏
に
よ
っ
て
こ
の
命

終
わ
っ
た
と
き
に
お
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
、
お
称
え
下
さ
い
。
あ
な
た
の
た
め
に
と

い
う
、
往
相
廻
向
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
消
極

的
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
、
文
明
科
学
が
発
達
し
て
き
て
、
何
と
な
く
、
来
世

と
か
、
極
楽
、
あ
る
い
は
穢
土
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
に
、
私
た

ち
は
た
め
ら
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

確
か
に
社
会
環
境
は
非
常
に
利
便
性
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
北
海
道
の
一
番
北
の
端
の
礼
文
島
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

　

こ
ち
ら
へ
来
る
た
め
に
は
、
二
時
間
フ
ェ
リ
ー
に
乗
り
、
そ
れ
か

ら
、
五
時
間
列
車
に
乗
り
ま
し
て
、
更
に
一
時
間
ほ
ど
飛
行
機
に
乗

っ
て
よ
う
や
く
着
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

百
年
前
に
本
州
か
ら
移
住
し
た
先
人
の
こ
と
を
思
え
ば
、
飛
躍
的

に
便
利
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
便
利
さ
を
も
っ
て
し
て
も
人
間

本
来
の
持
つ
と
こ
ろ
の
煩
悩
は
変
わ
る
こ
と
な
く
お
こ
り
、
苦
悩
と

い
う
も
の
は
消
し
去
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ
の
利
便

性
の
中
に
あ
っ
て
、
ア
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
が
私
た
ち
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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娑
婆
と
い
う
私
た
ち
の
世
界
は
、
実
は
、
八
百
年
前
の
法
然
上
人

ご
在
世
の
と
き
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
苦
し
み
の
中
で
生

き
て
い
く
私
た
ち
と
い
う
の
は
、
文
明
科
学
の
発
達
し
た
今
日
も
、

何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
六
十
数
年
戦
争
と
い
う
悲
惨
さ
を
こ
の
国
は
経

験
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
災
い
も
ご
ざ
い
ま

す
し
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
天
災
地
変
と
い
う
の
は
法
然
上
人
の
時

代
も
今
も
起
こ
り
得
て
る
。
文
明
科
学
も
そ
れ
ら
に
、
な
す
す
べ
も

な
い
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。

　

八
百
年
大
遠
忌
の
年
に
当
た
り
、
布
教
全
般
の
面
か
ら
、
現
在
の

問
題
点
と
、
法
然
上
人
の
み
教
え
を
お
伝
え
す
る
た
め
の
方
途
の
一

端
を
、
私
個
人
と
し
て
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
布
教
の
姿
勢
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
お
話

し
い
た
し
ま
し
た
が
、
文
明
科
学
優
先
の
社
会
傾
向
に
お
い
て
、
来

世
の
浄
土
や
、
六
道
輪
廻
の
確
信
を
持
っ
た
布
教
を
必
ず
し
も
し
て

き
た
だ
ろ
う
か
。
科
学
的
に
説
明
で
き
な
い
、
合
致
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
を
避
け
て
き
て
、
今
の
世
の
中
を
ど
う
生
き
て
い
く

か
と
い
う
処
世
の
部
分
に
や
や
も
す
れ
ば
力
を
注
い
で
こ
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

必
ず
し
も
皆
さ
ん
が
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の

傾
向
が
な
か
っ
た
の
か
な
と
思
え
ま
す
。

　

や
は
り
原
点
に
帰
っ
て
、
現
世
を
娑
婆
世
界
の
苦
し
み
と
し
て
、

そ
し
て
来
世
に
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
人
、
天
の
六
道
輪
廻
の
苦
し

み
の
世
界
に
堕
ち
る
べ
き
私
た
ち
が
、
ど
う
し
た
ら
覚
り
の
世
界
を

得
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
臆
す
る
こ
と
な
く
説
く
こ

と
が
大
切
じ
ゃ
な
い
か
。

　

こ
の
言
葉
を
出
し
ま
す
と
何
か
厭
世
的
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
元
祖
さ
ま
が
、
法
然
上
人
さ
ま
が
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う

に
、
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
、
や
が
て
終
わ
る
命
で
あ
り
ま
す
。
今
、

生
き
て
い
る
と
き
だ
け
を
求
め
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
し
っ
か

り
と
浄
土
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
私
た
ち
は
、
覚
り
を
開
い
て
成
仏
で
き
な
い
、
自
分
の
力

で
は
成
仏
で
き
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
な
話

し
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
せ
ば
な
る

と
い
う
努
力
目
標
は
大
切
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
何
と
も
、
い
か
ん
と

も
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
お
伝
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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そ
の
上
で
、
私
の
力
で
は
な
い
、
大
い
な
る
み
力
、
す
な
わ
ち
阿

弥
陀
さ
ま
の
他
力
の
本
願
に
し
か
道
な
し
と
自
覚
す
る
よ
う
に
布
教

師
と
し
て
説
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
信
機
、
そ

し
て
、
信
法
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
私
た
ち
は
お
話

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

曽
根
先
生
が
先
ほ
ど
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
、
所

求
、
所
帰
、
去
行
を
し
っ
か
り
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

西
方
極
楽
浄
土
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
だ
く
、
阿
弥
陀
仏
の
存
在

と
、
本
願
念
仏
に
よ
る
往
生
を
願
う
よ
う
に
勧
め
る
、
こ
れ
が
布
教

師
と
し
て
の
最
大
の
使
命
で
は
な
い
か
。

　

最
近
、
私
は
お
説
教
に
行
き
ま
す
と
、
お
話
の
初
め
に
、「
最
後

に
皆
さ
ん
に
試
験
を
行
い
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。
そ
し
て
終
わ
り
に

尋
ね
ま
す
。「
さ
て
、
皆
さ
ま
の
行
く
所
は
ど
こ
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
か
。
さ
て
、
皆
さ
ま
の
信
じ
る
仏
さ
ま
は
ど
な
た
で
ご
ざ
い
ま
し

ょ
う
か
。
そ
し
て
、
信
じ
る
仏
さ
ま
の
国
に
行
く
た
め
に
は
何
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
、
こ
の
よ
う
に
お
尋
ね

す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
ど
こ
の
会
所
で
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
し
っ

か
り
と
皆
さ
ん
答
え
て
い
た
だ
け
る
。
こ
の
三
つ
だ
け
は
や
は
り
、

浄
土
宗
の
布
教
と
し
て
、
ど
ん
な
場
所
で
あ
っ
て
も
、
外
し
て
は
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

願
往
生
心
と
い
い
ま
す
か
、
往
生
を
願
う
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
、
私
た
ち
は
教
え
を
説
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

故
人
の
追
善
廻
向
も
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
自

身
往
生
の
称
名
念
仏
の
実
践
を
し
っ
か
り
と
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
往
相
廻
向
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
自
身
の

念
仏
、
ご
自
身
の
善
行
を
お
浄
土
に
向
け
る
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
を

し
っ
か
り
と
お
伝
え
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

何
と
な
く
、
亡
く
な
っ
た
後
、
ど
な
た
か
が
供
養
し
て
く
れ
る
か

ら
、
そ
れ
で
仏
さ
ま
の
世
界
に
行
け
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
。

　

元
祖
さ
ま
の
ご
法
語
、
お
言
葉
も
、
今
、
お
念
仏
を
お
称
え
な
さ

い
と
い
う
こ
と
が
大
半
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
孝
養
父
母
に
つ
い
て
と

か
、
ご
く
わ
ず
か
に
し
か
亡
く
な
っ
た
人
に
対
し
て
の
追
善
廻
向
の

お
言
葉
は
な
さ
れ
て
な
い
よ
う
で
す
。

　

よ
く
、
私
は
、
檀
信
徒
の
方
に
「
お
宅
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
亡
く
な

っ
た
。
生
前
よ
く
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
い
た
か
ら
、
間
違
い
な
く

お
浄
土
に
向
か
っ
て
い
る
よ
、
阿
弥
陀
さ
ん
が
お
迎
え
に
来
て
く
だ
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さ
っ
て
お
浄
土
に
行
っ
て
い
る
よ
、
お
葬
式
そ
ん
な
に
慌
て
な
く
て

い
い
と
思
う
け
ど
」
っ
て
い
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ね
と
話

し
て
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
に
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
い
た

人
だ
か
ら
、
間
違
い
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
ご
来
迎
下
さ
れ
て
お
浄

土
に
向
か
っ
て
い
る
ん
で
す
、
と
い
う
こ
と
を
、
葬
儀
に
先
立
っ
て

話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
私
は
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
往
相
廻
向
を
平
生
か
ら
し
っ
か
り
と
説
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ご
自
身
の
た
め
に
、
ご
自
身
で
念
仏
を
お
称
え
し
、
そ
の
善

根
功
徳
を
全
部
お
浄
土
に
向
け
て
い
く
こ
と
を
、
強
く
、
強
く
、
説

い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
宗
教
は
み
な
同
じ
、
仏
教
も
み
な
同
じ
、
お
釈
迦
さ

ま
の
教
え
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
一
く
く
り
に
し
な
い
で
、

今
、
こ
の
時
ほ
ど
、
他
宗
と
の
比
較
、
差
異
を
、
決
し
て
他
宗
を
非

難
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
伝
え
て
い
く
こ

と
も
必
要
で
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

本
願
の
念
仏
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
力
を
も
っ
て
、
至
ら
ぬ
私
た

ち
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

ん
だ
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
、
積
極
的
に
説
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

ご
く
ご
く
当
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
当
り
前
を
、
私
自
身
、

飛
ば
し
、
抜
か
し
て
し
ま
う
こ
と
が
往
々
に
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う

に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
布
教
の
場
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

や
は
り
現
存
の
設
定
さ
れ
た
法
要
と
か
、
何
々
の
講
演
会
だ
け
の

布
教
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
声
が
か
か

っ
て
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
お
話
を
す
る
よ
う
な
、
特
定
の
場
所
だ
け

で
布
教
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、
も
っ
と
対
外
的
に

場
所
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

定
期
的
に
継
続
的
な
場
所
で
お
こ
な
う
法
座
と
か
、
講
演
会
と
か

を
な
ん
と
か
地
域
に
根
づ
か
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
単
に
浄
土
宗

の
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず
、
一
般
社
会
を
対
象
と
し
て
発
信
を
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
都
市
で
は
、
お
通
夜
や
葬
儀
式
で
の
説
教
が
、
時
間

の
関
係
か
ら
止
め
ら
れ
る
と
の
こ
と
が
あ
る
や
に
聞
い
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
故
人
の
葬
送
に
お
い
て
浄
土
念
仏
往
生
を
、

教
師
と
し
て
、
布
教
師
と
し
て
説
い
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
機
会
を
ど
の
よ
う
に
生
み
出
す
か
を
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
も
の

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
集
団
に
布
教
を
す
る
機
会
が
多
い
の
で
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す
が
、
個
人
個
人
と
話
を
す
る
、
布
教
を
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ
は
う
ち
の
檀
家

だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
ち
ら
の
子
供
さ
ん
に
至
る
ま

で
、
一
人
一
人
、
そ
の
人
の
器
に
応
じ
た
よ
う
な
お
話
を
進
め
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
布
教
と
密
接
な
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
で
、
単
に
お
話
を

聞
い
て
い
た
だ
く
だ
け
の
場
で
は
な
く
て
、
常
に
平
行
し
て
称
名
念

仏
の
機
会
、
別
時
会
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
構
成
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
も
、
お
坊
さ
ん
が
ま
か
せ
で
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
一
般
、
檀
信

徒
は
傍
観
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
は
な
く
て
、
来
た
方
も
お
念
仏

を
お
称
え
し
、
そ
の
尊
さ
を
体
感
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
リ
ン
ク
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
一
つ
の
提
言
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
最
近
、
檀

信
徒
教
化
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
五
重
相
伝
会
を
開
催
さ
れ
る
寺

院
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
名
和
先
生
は
、
統
計
上
か
ら
す
る
と
減
っ
て
い
る
と
い

う
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
は
近
年
、
浄
土
宗
が
八
百
年
大
遠

忌
の
事
業
と
し
て
勧
誡
師
、
廻
向
師
、
教
授
師
を
派
遣
し
て
未
開
催

寺
院
で
五
重
を
お
こ
な
う
こ
と
が
増
加
の
傾
向
に
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
五
重
相
伝
に
関
し
て
、
現
在
の
開
催
日
数
は
、
お
お
む
ね
五

日
間
か
ら
七
日
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

過
去
に
お
い
て
は
、
現
在
の
日
数
よ
り
大
変
長
く
、
受
者
の
数
も

江
戸
時
代
に
は
篤
信
者
二
、
三
名
に
限
る
と
法
度
が
出
た
ほ
ど
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
熱
心
な
信
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
今
日
で
は
容
易
に
開
催
で
き
ぬ
事
情
も
あ
っ
て
、
受
者
は
、

長
い
こ
と
お
寺
に
通
わ
れ
た
篤
信
の
方
か
ら
、
最
近
お
嫁
に
来
て
仏

教
の
「
ぶ
」
の
字
も
知
ら
な
い
方
ま
で
参
加
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
五
重
相
伝
の
対
象
の
絞
り
込
み
が
で
き
な

く
な
っ
て
く
る
。

　

極
端
に
言
う
と
、
初
重
の
機
や
仏
教
の
基
礎
知
識
に
時
間
を
要
し
、

三
重
、
四
重
あ
た
り
を
端
折
っ
て
伝
え
る
、
私
だ
け
そ
う
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
日
の
社
会
事
情
で
は
五
日
の
休
み
を
と
る
の
は
容
易

で
は
な
く
、
さ
り
と
て
こ
れ
以
下
の
日
数
に
す
れ
ば
、
形
式
上
は
成

り
立
っ
て
も
、
き
ち
ん
と
五
重
本
来
の
趣
旨
を
お
伝
え
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
、
最
短
で
も
五
日
が
限
界
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
仮
に
五
重
相
伝
を
上
級
と
す
る
な
ら
ば
、
中
級
、
初
級

編
の
法
会
の
設
定
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
最
近
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は
、
暦
の
上
で
祝
祭
日
、
休
日
が
三
日
間
ぐ
ら
い
続
く
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
帰
敬
式
を
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
て
、
浄
土
宗
の
み
教
え
を

お
説
き
す
る
と
と
も
に
、
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
よ
う
な
法
会
が
設

定
、
工
夫
さ
れ
て
て
も
よ
い
の
で
は
と
、
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
載
せ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
、
檀
信
徒
み
ず
か
ら
法
然
上
人
の
み
教
え
を
学
ぶ
、
布
教
資

料
の
普
及
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す

　

こ
の
ご
遠
忌
で
、
一
宗
は
も
と
よ
り
、
各
総
大
本
山
で
、
い
ろ
い

ろ
教
化
資
料
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
ご
遠
忌
が
終
わ
っ
て
し
ま

え
ば
そ
れ
で
発
行
数
が
減
る
の
で
は
な
く
て
、
何
と
か
こ
れ
を
維
持

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
同
時
に
、
法
然
上
人
の
ご
法
語
と
い
う
の
は
、
何
回
か
読
む
と

そ
の
意
味
が
大
体
通
じ
る
、
極
め
て
平
易
で
、
わ
か
り
や
す
く
お
示

し
く
だ
さ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
の
檀
信
徒
が
読
ん
で
、

あ
る
程
度
理
解
で
き
る
も
の
が
多
い
の
で
、
ご
法
語
を
大
い
に
普
及

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
例
と
し
て
、
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
で
は
、
八
百
年
大
遠
忌

記
念
と
し
て
『
法
然
上
人
の
お
言
葉
』
と
い
う
、
一
般
向
け
の
ご
法

語
集
を
発
行
し
ま
し
た
。
現
代
語
訳
も
下
段
に
つ
い
て
い
て
、
末
尾

に
は
専
門
用
語
の
注
釈
も
あ
っ
て
、
非
常
に
理
解
し
や
す
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

　

伺
い
ま
し
た
な
ら
、
再
版
、
再
版
が
続
き
、
か
な
り
の
部
数
が
出

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
も
の
を
布
教
の
資
料
と
し
て
檀
信
徒
に
配
っ
て
、
前

編
、
後
編
の
各
三
十
一
章
を
、
毎
日
、
一
章
、
一
章
読
ん
で
い
た
だ

く
と
、
あ
あ
、
法
然
上
人
の
み
教
え
は
こ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
く
る
と
思
え
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
出
版
物
の
作
成
、

配
布
も
布
教
に
と
っ
て
必
要
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
に
、
布
教
研
鑽
の
機
会
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

身
、
口
、
意
の
三
業
説
法
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
何
よ
り

も
大
切
な
こ
と
は
、
身
業
説
法
、
あ
る
い
は
、
意
業
説
法
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

ご
住
職
や
教
師
の
た
た
ず
ま
い
を
見
て
、
あ
あ
、
素
晴
ら
し
い
な
、

あ
の
方
の
信
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
私
も
実
践
し
て
み
た
い
と

思
わ
れ
れ
ば
一
番
よ
い
の
で
し
ょ
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
ま
い
り

ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
も
、
社
会
の
一
員
と
し
て
生
活
を
し
て
い
ま
す
と
、
時
に

一
つ
の
職
業
人
と
し
て
見
ら
れ
ま
す
。
極
論
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、

あ
そ
こ
は
お
寺
と
い
う
ご
商
売
だ
か
ら
と
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
て
、
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な
か
な
か
身
業
で
、
意
業
で
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
派
な
方

も
お
ら
れ
ま
す
が
、
至
難
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
一
番
手
近
な
布
教
と
し
て
口
、
言
葉
で
の
布
教
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と

し
て
重
要
な
も
の
で
、
言
葉
で
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　

先
ほ
ど
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
映
像
等

の
視
覚
に
訴
え
る
の
は
大
変
便
利
で
わ
か
り
易
い
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
設
備
、
資
材
を
用
意
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ス

や
電
車
の
中
や
街
角
で
、
た
や
す
く
対
面
し
て
伝
え
る
の
は
言
葉
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
、
言
葉
を
磨
く
と
い
う
か
、
習
練
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

私
は
、
こ
こ
数
年
、
浄
土
宗
の
布
教
師
養
成
講
座
に
た
ず
さ
わ
っ

て
お
り
ま
す
が
、
最
近
、
布
教
を
志
す
方
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

お
よ
そ
四
十
年
ほ
ど
前
、
私
ど
も
が
養
成
講
座
を
受
け
た
こ
ろ
は
、

定
員
確
保
の
た
め
に
、
教
師
修
練
道
場
生
や
仏
大
、
正
大
生
が
半
ば

強
制
的
に
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
教
師
の
資
格
を

持
っ
た
若
い
方
、
定
年
退
職
を
さ
れ
た
年
配
の
方
が
全
国
各
地
か
ら

二
十
名
か
ら
三
十
名
を
超
え
て
参
加
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

養
成
講
座
で
は
、
こ
こ
に
曽
根
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
ご
講
義

く
だ
さ
る
講
師
の
先
生
方
も
専
門
の
知
識
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
布

教
に
即
し
た
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

養
成
講
座
修
了
後
も
、
そ
の
先
生
の
お
話
を
聴
講
し
た
く
て
、
東

京
に
、
あ
る
い
は
大
阪
に
と
全
国
で
の
講
演
等
の
機
会
に
出
か
け
て

お
り
ま
す
。

　

養
成
講
座
は
年
間
十
五
日
を
三
回
に
わ
け
、
初
級
、
中
級
、
上
級

と
三
カ
年
か
か
る
。
非
常
に
経
費
も
日
数
も
要
し
て
大
変
で
あ
り
ま

す
が
、
や
は
り
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
く
、
あ
る

い
は
ど
ん
ど
ん
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
総
大
本
山
の
布
教
師
会
、
あ
る
い
は
布
教
の
グ
ル
ー
プ
も

だ
ん
だ
ん
と
競
い
あ
う
よ
う
に
し
て
活
発
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

そ
う
い
っ
た
研
鑽
機
会
に
参
加
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
浄
土
宗
布
教
師
会
の
こ
と
で
す
が
、
一
宗
で

は
教
区
に
布
教
師
会
の
支
部
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
、
ま
だ
未
設
置
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
教
化
団
、
本
山
布
教
師
会
が
あ
っ
て
、
屋
上
屋
を
重
ね

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意
見
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
布
教
師
会
を

説
教
師
の
人
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
関
係
な
い
と

思
わ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
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げ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
教
師
と
は
、
布
教
を
お
こ
な
う
者
を
意
味

す
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
積
極
的
な
ご
参
加
を
こ
の
場
を
か
り
て
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

終
わ
り
に
な
り
ま
す
が
、
私
、
京
都
の
知
り
合
い
に
お
土
産
を
持

参
し
ま
し
た
時
に
「
こ
れ
は
寺
か
ら
里
へ
で
す
な
」
と
言
わ
れ
ま
し

て
。
何
の
こ
と
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
お
寺

に
品
物
を
届
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
お
寺
か
ら
い
た
だ
く
こ
と
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
末
転
倒
の
意
味
が
「
寺
か
ら
里
へ
」
と
い
う

喩
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
後
に
知
り
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
、
お
寺
は
や
は
り
、
法
施
と
い
う
大
切
な
も
の
を
、
布
教

と
い
う
大
切
な
も
の
を
檀
信
徒
、
社
会
に
届
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
物
で
は
な
く
て
、
み
仏
の
教
え
届
け
て
を
い
く
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
よ
く
私
た
ち
は
肝
に
銘
じ
て
、
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
み
教
え
を
、
自
信
教
人
信
、
み
ず
か
ら
信
じ
、
人
を

し
て
信
じ
せ
し
む
と
い
う
、
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

八
百
年
の
大
遠
忌
を
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
し
て
原
点
に
か
え
っ
て
進

む
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

時
間
に
な
り
ま
し
た
。
以
上
で
至
ら
な
い
、
全
く
私
個
人
の
考
え

方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
静
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
岡　

松
岡
上
人
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
能
力
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
ち
ょ
っ
と
時
間
が
延

び
て
し
ま
い
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
き
ょ

う
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
３
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
か
ら
、
言
い
っ

ぱ
な
し
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
承
り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
、
ど
う
ぞ
お
手
元
の
質
問
用
紙
の
ほ
う
に
質
問
、
あ
る
い

は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
議
論
し
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
書
き
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
を
集
め
ま
し
て
、

あ
し
た
の
議
論
の
糧
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

明
日
は
、
13
時
か
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
続
き
を
開
催
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
き
ょ
う
は
３
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
か
ら

貴
重
な
お
話
を
お
伺
い
い
た
し
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

最
後
に
、
十
念
を
も
っ
て
締
め
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
同
称
十
念
）
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司
会　

先
生
方
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
貴
重
な
パ
ネ
ル
発
表

を
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
了
）
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

第
２
部

	
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）

　

司
会　

そ
れ
で
は
、
定
刻
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
午
後

の
部
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
第
２
部
を
開
始
い
た
し
ま
す
。
お
十
念
に

て
開
始
い
た
し
ま
す
。（
同
称
十
念
）

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
進
行
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
今
岡
先
生
に

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
今
岡
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
岡　

そ
れ
で
は
、
早
速
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
第
２
部
に
移
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
日
は
、
パ
ネ
ラ
ー
の
皆
様
方
か
ら
、
パ
ネ
ル
発
表
と
い
う
こ
と

で
、
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

き
ょ
う
は
、
質
疑
応
答
お
よ
び
討
論
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

時
間
が
２
時
間
半
と
長
丁
場
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
議
論

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
昨
日
、
パ
ネ
ラ
ー
の
皆
様
か
ら
ご
発
言
を
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
時
間
的
な
制
約
が
あ
り
ま
し
て
言
い
残
さ
れ
た
こ
と
で
す
と

か
、
追
加
し
た
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
要
点
を
ま
と
め
て
、
こ
う
い

う
こ
と
な
ん
だ
よ
と
い
う
念
を
押
し
た
い
こ
と
と
か
、
そ
う
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
お
話
を
ま
ず
ち
ょ
う
だ
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
総
合
研
究
所
の
名
和
研
究
員
か
ら
お
願
い
で
き
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

	

■
パ
ネ
ラ
ー	

	

松
岡
玄
龍

	
	

曽
根
宣
雄

	
	

名
和
清
隆

	

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー	

今
岡
達
雄
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名
和　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
名
和
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

昨
日
は
、
現
代
の
社
会
的
な
変
化
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て

起
こ
っ
て
い
る
、
寺
院
に
関
す
る
問
題
と
い
う
こ
と
を
、
数
値
を
も

と
に
し
て
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
素
材
を

乱
暴
に
広
げ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
最
後
の
ほ
う
は
と
て

も
駆
け
足
で
、
言
葉
足
ら
ず
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
関
し
ま
し
て
、
２
点
ほ
ど
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
１
点
目
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
お
わ
り
に
」
の
と
こ
ろ
で

「
開
か
れ
た
」
お
寺
と
「
閉
じ
ら
れ
た
」
お
寺
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
、
今
、
特
に
公
益
法
人
の
問
題
、
特
に
税

制
の
問
題
が
絡
ん
で
、
公
益
法
人
で
あ
る
お
寺
が
公
共
性
を
持
つ
べ

き
だ
、
開
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
開
か
れ
た
、
閉
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か

と
い
う
こ
と
を
、
２
点
に
分
け
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
と

思
い
ま
す
。

　

１
点
目
が
、
ま
ず
、
檀
家
以
外
の
人
に
開
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な

視
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

公
共
性
と
か
公
益
性
と
い
っ
た
視
点
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
点
、
こ
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
理
由
は
、

現
在
、
檀
家
が
拡
散
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
、
そ

う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
中
、
こ
の
ま
ま
行
け
ば
檀
家
が
減
っ

て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
今
後
一
層
、
既
存
の
檀
家
さ
ん
以
外
の

方
を
ど
ん
ど
ん
取
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
取
り
込

む
と
い
う
の
は
ど
う
い
っ
た
レ
ベ
ル
か
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る

の
で
し
ょ
う
が
、
と
も
か
く
、
お
寺
の
ほ
う
に
目
を
向
い
て
も
ら
う

こ
と
が
、
今
後
、
今
ま
で
以
上
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
し
ま
し
て
も
、
檀
家
以
外
の
人
々
に
開
か

れ
た
寺
に
な
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
ま
ず
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
開
か
れ
た
」
と
い
う
こ
と
の
２
番
目
の
視
点
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
が
、
寺
と
そ
の
活
動
を
、
要
は

僧
侶
と
い
う
存
在
だ
け
で
は
な
く
て
、
世
話
人
さ
ん
と
か
総
代
さ
ん

と
か
、
あ
る
い
は
、
地
域
の
人
と
か
、
そ
う
い
っ
た
人
が
主
体
的
に

関
わ
れ
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
す
る
、
そ
う
い
っ
た
方
向
で
開
か
れ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
と

思
い
ま
す
。
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現
在
、
葬
儀
の
場
面
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
し
、
あ
る
い
は
、
追

善
供
養
と
か
、
お
寺
の
活
動
に
関
し
て
も
、
お
檀
家
さ
ん
が
お
客
さ

ん
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た

傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は

り
、
コ
ア
な
信
者
を
作
る
に
は
、
人
々
が
主
体
的
に
関
わ
る
、
そ
う

い
っ
た
機
会
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
然
と
お
寺
に
足
が
向
い
て
き
た

り
と
か
、
積
極
的
に
継
続
的
に
寺
院
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
熱
心

な
信
者
が
で
き
上
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
２
つ
の
意
味
か
ら
し
て
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
、「
開

か
れ
た
お
寺
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
補
足
の
２
つ
目
で
す
が
、
こ
れ
も
「
お
わ
り
に
」
の
と

こ
ろ
で
申
し
上
げ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
在
、「
あ
の
世
を

信
じ
る
」
と
い
う
数
値
が
上
が
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
今
、
極

楽
の
世
界
と
い
う
、
浄
土
宗
の
教
え
の
根
幹
に
あ
る
世
界
観
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
素
地
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う

な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
時
間
の
都
合
で
ち
ょ
っ
と
深
く
言
え
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
こ
れ
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
あ
の
世
と
い
う
も
の
を
信
じ
る
パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
が
約
２
倍
に
上
が
っ
た
、
だ
か
ら
、
浄
土
宗
で
い
う

「
極
楽
」
を
信
じ
る
と
い
う
素
地
が
２
倍
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
デ
ー
タ
を
年
齢
階
層
で
見
て
み
ま
す
と
、

特
に
、「
あ
の
世
を
信
じ
ま
す
か
」
と
い
う
数
値
が
、
１
９
５
８
年

に
比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
20
代
、
30
代
、
特
に
20
代
に
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
70
代
の
方
に
も
、
イ
エ
ス
と
い
う
人
が
多

い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
70
代
の
方
が
あ
の
世
を
信
じ

ま
す
か
と
い
う
回
答
に
「
イ
エ
ス
」
と
答
え
る
の
と
、
20
代
の
人
が

同
じ
質
問
に
「
イ
エ
ス
」
と
答
え
る
の
は
、
や
は
り
意
味
が
違
う
と

思
い
ま
す
。

　

や
は
り
70
代
の
方
は
、
自
分
の
死
と
い
う
も
の
を
、
あ
る
程
度
近

い
将
来
の
も
の
と
し
て
考
え
た
上
で
、
あ
の
世
と
い
う
も
の
を
考
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
20
代
の
方
々
、
30
代
の
方
々
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

今
、
巷
で
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、

前
世
を
信
じ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
守
護
霊
を
信
じ
る
と
か
、
そ
う

い
っ
た
ブ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
、
あ

る
い
は
、
手
軽
に
開
運
の
グ
ッ
ズ
な
ど
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
状
況
に

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
も
影
響
を
与
え
、
若
い
方
に
、「
あ
の
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世
を
信
じ
ま
す
か
」
と
聞
く
と
、「
あ
あ
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
な
、

イ
エ
ス
」
と
回
答
を
す
る
、
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
意
味
で
、
や
は
り
、
70
代
の
方
と
20
代
の
方
で
は
、

あ
の
世
と
い
う
も
の
を
ど
の
レ
ベ
ル
で
受
け
入
れ
て
い
る
か
と
い
う

の
に
は
、
差
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
我
々
が
極
楽
の
世
界
と
い
う
も
の
を
お
伝
え
す
る

と
き
に
は
、
そ
う
い
っ
た
素
地
が
あ
る
ん
だ
、
我
々
が
言
え
ば
通
じ

る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
一
面
的
な
語
り
か
け
方
で
果
た
し
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

や
は
り
、
素
地
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
全
体
的
に
言
え

よ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
年
齢
層
に
よ
っ
て
ど
う

い
っ
た
レ
ベ
ル
で
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
冷
静
に

感
じ
な
が
ら
、
我
々
の
世
界
観
と
い
う
も
の
を
う
ま
く
当
て
は
め
て

説
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

と
り
あ
え
ず
私
か
ら
は
こ
の
２
点
を
補
足
と
し
て
つ
け
加
え
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

曽
根　

曽
根
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
ほ
う
か
ら
は
、
き
の
う
の
お

さ
ら
い
の
よ
う
な
こ
と
と
、
名
和
先
生
、
松
岡
先
生
の
お
話
と
関
連

し
て
、
そ
の
ま
と
め
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

根
本
的
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
法
然
上

人
の
み
教
え
と
い
う
も
の
は
、
時
機
相
応
の
教
え
で
あ
っ
て
、
末
法

の
凡
夫
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
現

代
に
お
い
て
何
か
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
は
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
教
義
の
骨
格
、
昨
日
、
松
岡
先
生
の
ほ
う
か
ら
、
正

当
的
な
布
教
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り

動
か
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

小
手
先
で
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
昨
日
、
唯
心
浄
土
論
と
い
う
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
な
ぜ
法

然
上
人
が
そ
う
い
う
教
え
に
よ
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

私
ど
も
が
き
ち
ん
と
認
識
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
法
然
上
人
の
教
え
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
仏
説
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
昨
日
も
申
し
上
げ

ま
し
た
が
、
私
が
い
つ
も
思
う
の
は
、
な
ぜ
そ
の
仏
説
に
対
し
て
、

不
完
全
な
凡
夫
の
私
ど
も
が
、
凡
夫
の
思
慮
分
別
を
加
え
て
、
時
代

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
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と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
や
は
り
原
点
に
帰
っ
て
、
法
然
上
人
の

教
え
が
仏
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
て
、
大
切

に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
素
朴
な
凡
夫
の
感
情
と
い
う
も
の
に
合
致
し
た
教
え
と

い
う
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
名
和
先
生

の
ほ
う
か
ら
、
あ
の
世
観
と
申
し
ま
す
か
、
あ
の
世
を
信
じ
ま
す
か

と
い
う
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
１
９
５

８
年
の
も
の
と
２
０
０
８
年
の
も
の
で
大
き
く
数
字
が
変
わ
っ
て
き

て
い
る
。
２
０
０
８
年
の
も
の
で
は
、
信
じ
る
と
い
う
人
が
38
％
、

ど
ち
ら
と
も
と
い
う
人
が
23
％
、
大
体
60
％
程
度
そ
う
い
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
を
御
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
名
和
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
あ
の
世
と
い
う

の
が
イ
コ
ー
ル
極
楽
浄
土
と
い
う
よ
う
な
き
ち
ん
と
し
た
認
識
に
は

な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
素
地
を
私
ど
も

が
う
ま
く
使
っ
て
、
浄
土
宗
の
教
え
に
引
き
込
む
と
申
し
ま
す
か
、

そ
こ
で
阿
弥
陀
さ
ま
で
あ
り
、
極
楽
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

要
は
、
聞
く
耳
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
人
が
そ
れ
だ
け
い
る
と
い
う
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
き
ち
ん
と
説
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
に
、
や
は
り
、
浄
土
宗
と
し
て
は
、
往
相
、
お
浄
土
に
往

生
す
る
と
い
う
こ
と
。
還
相
、
亡
く
な
っ
た
方
が
菩
薩
と
な
っ
て
私

ど
も
を
導
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
。
倶
会
一
処
、
お
浄
土
で
再

会
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
そ
う
い
っ
た
教
え
は
、
私
ど
も
凡

夫
の
素
朴
な
感
情
と
い
う
も
の
を
満
た
す
教
え
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
私
ど
も
の
教
え
と
申
し
ま
す
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
い

う
の
は
、
常
に
念
仏
衆
生
と
と
も
に
あ
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

昨
日
、
終
わ
り
ま
し
て
か
ら
、
佛
教
大
学
の
藤
本
浄
彦
先
生
か
ら

ご
指
摘
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
た
件
に
つ
い
て
補
足
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
昨
日
、
阿
弥
陀
仏
を
人
格
的
な
救
済
者
と
い
う
表
現

で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
ど
も
の
阿
弥

陀
さ
ま
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
申
し
ま
す
れ
ば
、
第
一
義
的

に
は
命
終
の
後
の
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
平
生
、
私
ど
も
は
お
念
仏

を
称
え
な
が
ら
も
迷
い
つ
つ
生
活
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の

私
ど
も
を
阿
弥
陀
さ
ま
は
護
念
し
て
く
だ
さ
り
、
光
明
で
照
ら
し
て

く
だ
さ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
法
然
上
人
が
『
往
生
浄
土
用
心
』
の
中
で
、

「
三
縁
釈
」
を
用
い
て
、「
衆
生
仏
を
礼
す
れ
ば
、
仏
こ
れ
を
見
給
ふ
、
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衆
生
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
、
仏
こ
れ
を
き
ヽ
給
ふ
、
衆
生
仏
を
念
ず
れ

ば
、
仏
も
衆
生
を
念
じ
給
ふ
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

関
係
性
の
中
で
、
私
ど
も
が
迷
い
な
が
ら
も
歩
ん
で
い
け
る
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

か
つ
て
お
読
み
し
た
本
に
、
藤
本
浄
本
先
生
の
お
言
葉
で
、
往
生

浄
土
ま
で
私
ど
も
は
平
生
に
お
い
て
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
生
活
の

中
で
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
育
て
を
い
た
だ
く
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
表

現
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
も
ち
ろ
ん
命
終
後

の
往
生
浄
土
と
い
う
の
が
第
一
義
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
生
に
お

い
て
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
護
念
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
常

に
と
も
に
あ
る
仏
さ
ま
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
押
さ
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
最
後
に
も
う
一
点
で
す
が
、
私
は
、
昨
日
、
法
然
上
人

の
教
え
、
親
鸞
さ
ん
の
も
の
を
挙
げ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
法
然
上
人
の
教
え
の
優
位
性
と
い
う
も
の
を
、
も
う
少
し

き
ち
ん
と
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思

い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
書
物
が
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
真
宗
の
ほ
う
の
研

究
者
の
ご
書
物
で
す
と
、
法
然
上
人
を
必
ず
前
段
階
と
い
う
ふ
う
に

と
ら
え
ま
す
の
で
、
不
徹
底
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、
一
見
、
徹
底
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
親
鸞
さ
ん
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
、

そ
ん
な
に
簡
単
に
割
切
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
法
然
上
人
の
教
え
こ
そ
が

や
は
り
悩
ん
で
い
る
凡
夫
の
た
め
の
教
え
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
し
、
そ
ん
な
に
割
り
切
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
、
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。

　

例
え
ば
、
昨
日
、
来
迎
の
問
題
を
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
が
、

「
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
、
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
」、
そ
う
い
う
こ
と

が
す
ば
ら
し
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
で
も
、
や
は
り
、

私
ど
も
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
執
着
心
と
い
う
も
の
を
持
ち
つ
つ
生

き
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
れ
を
滅
す
る
た
め
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
来
迎
、
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
た
と
き
に
、
や
は
り
、
い
か
に
法
然
上
人
が
凡
夫
性
に
根
ざ
し

て
教
え
を
説
か
れ
て
い
る
の
か
、
私
た
ち
の
割
り
切
れ
な
さ
と
い
う

も
の
を
踏
ま
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
部
分
で
す
ね
。

も
う
一
回
法
然
上
人
の
教
え
の
優
位
性
と
い
う
も
の
を
、
私
ど
も
が

確
認
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
昨
日
の
台
下
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、

私
ど
も
は
法
然
上
人
の
み
教
え
こ
そ
が
仏
教
の
正
統
で
あ
り
、
仏
教
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の
究
極
で
あ
る
ん
だ
と
い
う
確
信
で
す
ね
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
持

っ
て
臨
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　

昨
日
の
補
足
的
な
お
話
と
、
松
岡
先
生
、
名
和
先
生
の
お
話
に
関

連
し
て
、
ち
ょ
っ
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

　

松
岡　

昨
日
、
三
十
分
の
お
時
間
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、

大
体
の
こ
と
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。
私
に
と
り
ま
し
て
は
精
一
杯

の
時
間
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
言
い
残
し
た
と
い
う
か
、
こ
れ
は
私
の
思
い
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
布
教
者
と
し
て
の
姿
勢
、
心
構
え
に
つ
い
て
皆
様
方
に
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
教
師
、
布
教
師
は
、
有
縁
の
人
の
た
め
に
は
身
命
財
を

投
げ
打
っ
て
で
も
法
を
説
け
と
常
々
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

現
実
問
題
と
し
て
、
命
を
投
げ
打
っ
て
、
あ
る
い
は
、
財
を
投
げ
打

っ
て
法
を
説
け
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
や
は
り
私
た
ち
も
四
苦

八
苦
の
中
で
、
煩
悩
の
中
で
、
ま
ず
優
先
す
べ
き
も
の
は
家
族
、
身

内
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
頼
る
べ
き
財
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
を
振
り
ほ
ど
い
て
い
く
こ
と
は
出
来

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
気
持
ち
と
し
て
は
、
身
命
財
を
投
げ
打
っ
て
、

あ
る
い
は
、
法
然
上
人
の
言
わ
れ
る
と
お
り
、「
こ
の
こ
と
言
わ
ず

ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、
た
と
え
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
も
」
と
い
う
気

持
ち
に
、
よ
り
近
づ
け
て
い
く
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
と
、
日
ご
ろ
私

が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
反
省
の
意
を
込
め
て
皆
様
方
に
も
再

度
ご
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
教
師
即
布
教
師
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
一
番
身
近
な
人
に
対
し
て
布
教
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

ち
ょ
っ
と
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
俗
に
仏
飯
を
い
た
だ
い
て
い
る
子

供
た
ち
、
あ
る
い
は
、
家
族
に
果
た
し
て
浄
土
宗
、
法
然
上
人
の
み

教
え
を
説
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
後
ろ
姿
で
そ
れ
を
伝
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
、「
お
や
じ
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も
」
と
思
わ
れ

て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
や
は
り
、
布
教
師
と
し
て
、
教
師
と
し
て

随
分
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と

を
い
つ
も
反
省
材
料
と
し
て
お
持
ち
願
い
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

少
な
く
と
も
、
明
治
五
年
の
太
政
官
令
の
肉
食
妻
帯
勝
手
た
る
べ

し
か
ら
、
恐
ら
く
四
代
、
五
代
と
世
襲
し
て
来
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
社
会
は
、
き
の
う
も
お
話
し
た
よ
う
に
、
見
方
と
し
て
は
、
何
か
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お
寺
と
い
う
家
業
、
お
仕
事
を
継
い
で
い
る
ん
だ
と
い
う
感
覚
で
、

尊
敬
の
念
も
薄
く
な
り
、
あ
る
い
は
、
教
師
と
し
て
で
は
な
く
て
、

一
つ
の
職
業
と
し
て
と
い
う
認
識
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
よ
り
以
上
に
日
常
生
活
の
中
で
身
、
口
、
意
の
布
教

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
い
た
だ
く
べ
き
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
や
は
り
生
活
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
わ
け
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
元
と
な
る
布
施
、
こ
れ
は
、
本
来
、
法
施
に
対
し

て
の
財
施
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。
お
経
を
、
お
勤
め
を
上
げ
て
い
た
だ
い
た
か
ら
、
葬

儀
を
し
て
い
た
だ
い
た
か
ら
の
代
金
で
あ
る
、
対
価
と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

卑
近
な
例
を
と
り
ま
す
と
、
お
布
施
で
は
な
く
、
お
経
料
と
い
う

表
書
き
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
財
施
は
、

我
々
能
化
に
対
し
て
布
教
、
教
え
を
説
く
者
で
あ
る
と
の
尊
敬
の
も

と
で
い
た
だ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
趣
旨
に
戻
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
つ
く
づ
く
感
じ
て
お
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
布
教
の
機
会
を
拡
大
す
る
と
い
う
お
話
、
布
教
の
場

に
つ
い
て
、
講
演
会
と
か
、
法
座
と
か
、
お
寺
に
よ
ら
な
い
も
の
を

積
極
的
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
、
失

わ
れ
つ
つ
あ
る
私
ど
も
の
往
訪
、
来
訪
で
な
く
て
、
往
訪
を
ど
う
し

て
い
く
か
で
あ
り
ま
す
。

　

確
か
に
、
寺
檀
共
に
多
忙
に
な
っ
て
き
て
、
な
か
な
か
お
宅
へ
伺

え
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
月
忌
と
か
逮
夜
参
り
と
か
が

徐
々
に
減
っ
て
き
た
り
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
棚
経
等
も
慚
時
廃
止

し
て
い
く
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
、
私
た
ち
が
檀
信
徒
の
お
宅

を
訪
問
し
て
お
話
を
す
る
、
直
に
そ
う
い
う
機
縁
が
徐
々
に
失
わ
れ

て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
度
そ
の
点
を
考
え
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
布
教
の
場
を
求
め
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昨
日
の
言
い
残
し
の
、
あ

る
い
は
、
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
、
ご
発
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

昨
日
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
お
話
は
、
大
変
よ
く
組
み
立
て
が

で
き
て
お
り
ま
し
て
、
現
状
の
問
題
点
と
、
宗
義
上
の
方
向
性
と
、

そ
し
て
、
布
教
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
全

体
が
一
つ
の
流
れ
に
な
っ
た
お
話
が
さ
れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
せ
い
か
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
質
問
が
結
構
、

数
が
少
な
い
。
質
問
を
す
る
余
地
を
残
さ
ず
に
、
こ
ち
ら
で
お
話
を
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組
み
立
て
て
し
ま
っ
た
か
な
と
い
う
反
省
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
二
、
三
点
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

皆
様
方
か
ら
の
ご
質
問
に
先
生
の
ほ
う
か
ら
お
答
え
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
こ
と
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
名
の
方
か
ら
、
３
名
の
先
生
に
違
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ご
質

問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
名
和
先
生
に
、
信
仰
の
世
代
間
の
伝
承
を
維
持
す
る
に
は
、

具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

　

曽
根
先
生
へ
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
と
存
じ
ま
す
。
私
も
ス
ト
レ

ー
ト
に
説
く
べ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
、
檀
信
徒
に
そ
れ
を
説

く
場
合
、
や
は
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
の
と
き
は
ど
う
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

　

松
岡
先
生
に
は
、
全
く
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
と
存
じ
ま
す
。
と
こ

ろ
で
、
２
日
の
説
法
会
の
よ
う
な
も
の
の
位
置
づ
け
を
ど
う
考
え
て

お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
授
戒
会
や
五
重
相
伝
会
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
お
示
し
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
名
和
先
生
か
ら
お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

名
和　

信
仰
の
世
代
間
の
伝
承
を
維
持
す
る
に
は
具
体
的
に
ど
う

す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
、「
信
仰
の
継
承
」

の
「
信
仰
」
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
ず
１
つ
問
題
に
な

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
浄
土
宗
の
教
義
に
基
づ
い
た
、
阿
弥
陀
さ
ま
へ
の
お
念

仏
の
信
仰
を
維
持
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
を
も
う
少
し
広
く
取
り
ま
し
て
、
例
え

ば
、
お
墓
参
り
で
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
含
め
た
お
寺
と
の

つ
な
が
り
、
つ
き
合
い
と
い
う
も
の
ま
で
含
め
て
信
仰
と
取
る
、
そ

う
い
っ
た
２
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
例
を
提
示
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
と
い
う
の
は
、
別
に
私
が
考
え

た
例
で
は
な
く
、
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
総
合
研
究
所
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
開
教
研
究
班
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在
、

過
疎
の
地
域
に
あ
る
お
寺
さ
ん
の
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

　

調
査
の
中
で
、
各
お
寺
さ
ん
が
ど
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
も
お
伺
い
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、

う
ま
く
行
っ
て
い
る
、
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
事
例
も
耳
に
す
る
こ

と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
例
を
幾
つ
か
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
こ
の
ご
質
問
に
対
す
る
お
答
え
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。



─ 64 ─

　

ま
ず
、
１
つ
目
の
事
例
と
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

こ
れ
は
調
査
に
よ
っ
て
得
た
事
例
で
は
な
く
て
、
同
じ
研
究
所
の
仲

間
の
、
長
野
県
長
野
市
の
お
寺
で
実
施
し
て
い
る
事
例
な
の
で
す
が
、

「
お
も
と
帰
り
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

そ
の
長
野
の
お
寺
さ
ん
で
は
も
う
、
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
、
東

京
方
面
に
檀
家
の
次
男
さ
ん
、
三
男
さ
ん
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
と

か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
長
男
さ
ん
が
東
京
、
あ
る
い
は
、
名
古
屋
、

大
阪
の
ほ
う
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
檀
家

が
割
と
拡
散
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の

こ
と
か
ら
、「
お
も
と
帰
り
」
と
い
う
の
を
、
正
確
に
い
つ
始
め
た

と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
30
年
、
40
年
前
か
ら

始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
お
檀
家

さ
ん
の
子
息
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
長
男
も
そ
う
で
す
し
、
あ
る
い
は
、

県
外
に
出
て
し
ま
っ
た
次
男
、
三
男
等
も
含
み
ま
す
が
、
と
も
か
く

檀
家
の
子
息
が
結
婚
し
て
所
帯
を
持
っ
た
場
合
に
は
、
結
婚
し
た
年

の
次
の
４
月
に
、
檀
家
の
子
息
と
そ
の
妻
を
お
寺
に
集
め
て
、
帰
敬

式
を
や
る
そ
う
で
す
。
妻
は
、
合
同
帰
敬
式
で
す
ね
。
30
組
と
か
40

組
と
か
の
新
婚
夫
婦
が
お
寺
に
集
ま
る
そ
う
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
、
次
男
、
三
男
の
夫
婦
ま
で
も
含
め
た
合
同
帰
敬
式

を
や
っ
て
、
そ
こ
で
、
お
数
珠
を
渡
す
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
場
所
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
長
男
、
あ
る
い
は
次
男
も
、
三
男

も
含
め
て
、「
う
ち
の
檀
家
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
意
識
を
そ
こ
で
植

え
つ
け
る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
、
そ
の
帰
敬
式
を
や
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し

て
、
青
年
会
の
会
員
と
し
て
登
録
を
し
て
い
た
だ
く
そ
う
で
す
。
現

在
、
と
か
く
、
檀
家
さ
ん
の
息
子
さ
ん
、
今
ど
こ
に
住
ん
で
る
の
？

何
や
っ
て
る
の
？
と
い
う
情
報
が
な
か
な
か
把
握
で
き
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
よ
ね
。
寺
報
な
ど
を
作
り
檀
家
に
送
っ
て
い
る
お
寺
さ
ん

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
体
、
お
寺
と
直
に
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
た
だ
い
て
い
る
50
、
60
、
70
ぐ
ら
い
の
親
の
世
代
に
対
し
て
寺
報

が
行
っ
た
り
、
ご
案
内
が
行
っ
た
り
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
息
子
さ
ん
世
代
に
は
、
直
に
は
連
絡

が
行
く
方
法
が
な
い
と
い
う
の
が
、
多
く
の
場
合
だ
と
思
う
ん
で
す

ね
。

　

し
か
し
、
そ
の
長
野
市
の
お
寺
さ
ん
は
、
合
同
帰
敬
式
の
と
き
に
、

長
男
、
次
男
、
三
男
も
含
め
て
、
ち
ゃ
ん
と
連
絡
先
を
聞
い
た
上
で
、

そ
の
居
住
地
に
直
接
、
青
年
会
の
活
動
の
ご
案
内
を
送
る
そ
う
で
す
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
男
も
、
次
男
も
、
三
男
も
、
す
べ
て
に
対

し
て
お
寺
か
ら
直
接
案
内
を
送
れ
る
、
お
寺
の
こ
と
を
発
信
で
き
る
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と
い
う
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
「
お
も
と
帰
り
」
は
、
結
婚
し
た
と
き
に
帰
敬
式
で

す
の
で
、
そ
の
後
に
子
供
が
で
き
た
場
合
の
お
宮
参
り
に
は
、
多
く

の
お
参
り
が
来
る
そ
う
で
す
。
せ
っ
か
く
帰
敬
式
を
や
っ
た
ん
だ
か

ら
、
お
宮
参
り
と
か
七
五
三
も
お
寺
で
や
ろ
う
、
と
い
う
雰
囲
気
が

結
構
で
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
お
寺
さ
ん
は
、
そ
れ
こ
そ
ゆ
り

か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
、
寺
に
関
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
で
や
っ
て
い
る
そ
う
。

　

ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
事
例
は
、
次
の
世
代
に
直
接
連
絡
が
行
く
シ

ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
世
代
へ
の
継
承
、
ま
た
分
家
の

抱
え
込
み
と
い
う
こ
と
に
効
果
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ

れ
は
、
帰
敬
式
と
い
う
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
た
、
お
寺
と
の
関
係

の
継
続
、
さ
ら
に
、
信
仰
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
継
続
に
も
役
立
っ
て

い
る
事
例
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ほ
か
の
お
寺
さ
ん
の
事
例
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
山
梨
教
区
の
あ
る
お
寺
さ
ん
で
や
っ
て
い
る
例
で
す

が
、
そ
れ
は
、
お
寺
に
お
墓
が
あ
っ
て
、
お
墓
に
眠
っ
て
い
る
ご
先

祖
さ
ん
を
お
寺
が
ず
っ
と
守
っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
と
い
う
意
識
を
次

世
代
ま
で
長
く
継
続
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
に
始
め
た

例
で
す
。

　

そ
の
お
寺
さ
ん
は
、
各
お
檀
家
さ
ん
の
家
の
お
位
牌
を
新
た
に
つ

く
っ
て
、
本
堂
の
裏
堂
に
お
祀
り
し
た
そ
う
で
す
。
伝
統
的
に
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
お
寺
さ
ん
も
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
お
寺
で
は
、
次
世
代
に
も
お
寺
が
ち
ゃ
ん
と
先
祖
を
守
っ

て
い
る
ん
だ
よ
と
い
う
意
識
を
改
め
て
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
各

家
の
位
牌
を
改
め
て
つ
く
っ
て
、
裏
堂
に
祀
り
、
本
堂
で
法
事
を
勤

め
た
後
は
、
必
ず
裏
堂
に
行
っ
て
、
皆
で
手
を
合
わ
せ
る
。
あ
る
い

は
、
お
盆
の
お
迎
え
と
か
、
お
彼
岸
に
来
た
と
き
と
か
も
、
極
力
本

堂
に
上
が
っ
て
も
ら
っ
て
、
お
墓
参
り
だ
け
で
は
な
く
て
、
裏
堂
に

行
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
も
ら
う
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
周
知
徹
底
さ

せ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
や
は
り
、
お
寺
と
の
つ
な
が

り
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
一
つ
の
好
例
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
後
に
過
疎
の
地
域
に
あ
る
、
新
潟
教
区
の
佐
渡
の
事
例

を
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
こ
こ
の
お
寺
さ
ん
は
、
過
疎
の
地
域
で

よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
お
檀
家
さ
ん
が
佐
渡
を
出
て
、
東

京
方
面
に
居
を
移
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
距
離
が
離
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
お
寺
と
の
付
き
合
い
を
や
め
て
し
ま
う
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
も
多
く
出
て
い
て
、
そ
れ
こ
そ
離
檀
と
い
う
よ
う
な
状
況
も
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多
く
生
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
お
寺
さ
ん
で
す
。

　

そ
の
お
寺
で
や
っ
て
い
る
の
が
、「
ふ
る
さ
と
便
り
」
と
い
う
も

の
で
す
。
こ
れ
は
寺
報
の
一
種
で
す
が
、
お
寺
の
活
動
と
か
教
え
と

か
を
ま
と
め
た
も
の
の
ほ
か
に
、
地
元
発
行
の
新
聞
の
記
事
を
ス
ク

ラ
ッ
プ
に
し
て
同
封
す
る
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
代

が
変
わ
っ
た
と
き
も
、「
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
は
佐
渡
に
あ
る
ん
だ

よ
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
、
さ
ら
に
、
ル
ー
ツ
で
あ
る
寺

と
の
結
び
つ
き
を
意
識
し
て
も
ら
う
と
い
う
目
的
で
、
こ
の
取
組
を

し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

ご
住
職
さ
ん
の
話
だ
と
、「
ふ
る
さ
と
便
り
」
を
送
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
何
か
の
用
件
で
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
送

っ
た
記
事
を
も
と
に
い
ろ
い
ろ
な
話
が
盛
り
上
が
っ
て
、
お
互
い
の

距
離
が
縮
ま
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
ん
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。

　

ま
だ
幾
つ
か
あ
る
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
３
つ
、
例
と
し
て
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
曽
根
先
生
、
教
え
の
説
き

方
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
説
い
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
場
合

に
、
受
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
と

い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

曽
根　

私
自
身
、
若
輩
者
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
明

確
な
よ
い
答
え
と
い
う
の
は
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
、

実
際
問
題
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、

や
は
り
何
回
も
説
く
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
際
に
、
や
は
り
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
法
然
上
人
が
お
説
き

く
だ
さ
っ
て
い
る
、
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
は
凡

夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
、
そ
し
て
、
そ
の
凡
夫

を
決
し
て
見
捨
て
な
い
仏
さ
ま
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
何
回
も
何
回
も
説
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
尽

き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
こ
れ
は
私
の
つ
た
な
い
経
験
上
で
す
が
、
や
は
り
通
夜
、

葬
儀
の
席
で
す
ね
、
肉
親
を
送
る
と
い
う
場
面
で
す
ね
、
こ
う
い
っ

た
と
き
は
、
常
日
ご
ろ
よ
り
も
、
真
剣
に
聞
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
言
葉
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
く
だ

さ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、

通
夜
、
葬
儀
と
い
う
よ
う
な
場
面
を
特
に
大
切
に
し
て
、
そ
う
い
う

場
面
で
き
ち
ん
と
説
い
て
お
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
自
身
の
経
験
で
恐
縮
で
す
が
、
私
の
同
級
生
で
、
非
常
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に
仲
よ
く
し
て
い
る
理
系
の
友
人
が
い
ま
す
。
お
酒
を
飲
ん
だ
と
き

と
か
に
、
浄
土
宗
の
教
え
っ
て
ど
ん
な
も
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

で
お
話
を
し
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
も
の
は
自
分
は
信
じ
る
気
に
は

な
ら
な
い
と
か
、
存
在
を
証
明
し
て
く
れ
た
ら
信
じ
る
よ
と
、
そ
ん

な
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
お
酒
の
席
で
お
互
い
に
引
か
ず
に
、
険

悪
な
感
じ
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
友
人
に
、
私
が
、
あ
る
と
き
旅
行
に
行
っ
て
、
腕
輪
念
珠
を

お
土
産
で
買
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
一
回
も
し
て
く
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
電
話
が
あ
り
ま
し
て
、
ち

ょ
っ
と
ゆ
っ
く
り
飲
ん
で
話
し
た
い
と
い
う
の
で
行
き
ま
し
た
と
こ

ろ
、
腕
輪
念
珠
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
仕
事
で
ち
ょ
っ
と
、
内
容
は
詳
し
く
言
え

な
い
の
で
す
が
、
上
司
の
い
じ
め
に
遭
っ
て
、
こ
こ
３
カ
月
ほ
ど
、

仕
事
を
や
め
る
か
、
ど
う
し
よ
う
か
と
本
当
に
悩
み
に
悩
ん
で
る
と
。

い
じ
め
が
非
常
に
陰
湿
で
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
話
で
し
た
。

　

そ
の
彼
が
、
そ
の
中
で
腕
輪
念
珠
を
私
に
見
せ
て
、
自
分
は
、
こ

の
親
玉
が
仏
さ
ま
で
、
こ
っ
ち
が
亡
く
な
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
で
、

こ
っ
ち
が
亡
く
な
っ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
、
私
達
共
通
の
友
人
で
18

歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
同
級
生
が
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
隣
が

そ
の
友
達
な
ん
だ
と
。

　

教
義
的
な
根
拠
は
別
に
し
て
で
す
よ
。
何
で
数
珠
を
し
よ
う
と
思

っ
た
か
と
い
う
と
、
自
分
で
、
い
つ
も
仏
さ
ま
と
、
亡
く
な
っ
た
お

じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
、
亡
く
な
っ
た
友
人
が
護
っ
て
い

て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
、
今
、
数
珠
を
し
て
い
る
。
つ
ら
い
と

き
に
は
そ
れ
を
見
て
、
よ
し
、
が
ん
ば
る
ぞ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
る

ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
、
私
は
ち
ょ
っ
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
ふ
だ
ん
完
全

に
こ
ち
ら
を
向
い
て
く
れ
な
く
て
も
、
き
ち
ん
と
説
い
て
お
く
、
そ

れ
が
何
ら
か
の
つ
ら
い
と
き
に
、
ま
い
て
お
い
た
種
が
、
小
さ
な
芽

を
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
何
回
も
説
く
と
い
う
こ
と
で
１
０
０
％
う
ま
く
行
っ

て
い
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
決
し
て
あ
き
ら

め
ず
に
、
そ
し
て
、
小
手
先
で
変
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
教
え
と
い
う
も
の
を
説
い
て
い
く
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
こ
か
心
の
片
隅
に
は
残
っ
て
い
て
く

だ
さ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
悩
ん
で
い
る
と
き
に

ふ
と
思
い
出
さ
れ
て
、
支
え
に
な
っ
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る

と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
に
、
松
岡
先
生
、
２
日

の
説
法
会
に
つ
き
ま
し
て
、
位
置
づ
け
と
か
、
授
戒
会
、
五
重
相
伝

会
と
の
関
係
で
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

昨
日
、
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

ま
ず
、
我
々
、
布
教
師
と
い
う
の
は
、
五
重
相
伝
に
携
わ
る
こ
と
が

ご
ざ
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
日
に
ち
が
短
く
な
っ
て
き
て
、
五
日
間
、

そ
れ
も
伝
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
極
め
て
布
教
の
時
間
が
制
限
さ
れ

て
十
二
時
間
か
、
多
く
て
十
四
時
間
く
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
当

然
、
ご
廻
向
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
今
後
、
世
の
中
が
だ
ん
だ
ん
忙
し
く
な
っ
て
、
時
間

的
に
五
日
間
の
日
に
ち
が
取
れ
な
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
、
で
は
、

五
日
間
を
四
日
間
に
す
る
と
か
、
三
日
間
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
な
ら
、
ま
ず
こ
れ
は
五
重
相
伝
の
流
れ
か
ら

見
た
な
ら
ば
、
五
日
が
リ
ミ
ッ
ト
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
受

け
と
め
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
で
は
、
五
重
相
伝
を
受
け
な
い
で
、
檀
信
徒
と
し

て
果
た
し
て
浄
土
宗
、
法
然
上
人
の
み
教
え
を
学
ぶ
機
会
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
考
え
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

お
授
戒
と
い
う
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
三
日
程
度
で
す
か

ら
ち
ょ
う
ど
い
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
的
に
戒
を
説
く
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
れ
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
、
内
容
が
限
定
さ
れ
て

く
る
。

　

お
念
仏
を
ど
う
称
え
て
い
た
だ
く
の
か
、
そ
の
と
こ
ろ
に
集
中
し

て
、
五
重
相
伝
の
初
重
ま
で
の
布
教
の
場
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か

と
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

と
な
れ
ば
、
今
、
国
民
の
祭
日
等
が
う
ま
く
組
ま
れ
て
お
り
ま
し

て
、
三
日
、
あ
る
い
は
二
日
ぐ
ら
い
の
休
み
が
と
れ
る
可
能
性
が
出

て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
二
日
な
い
し
三
日
の
何
か
修
養

会
み
た
い
な
も
の
が
あ
れ
ば
い
い
が
な
と
。

　

そ
の
前
に
、
先
ほ
ど
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
帰
敬
式
と
い
う

も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
意
外
と
実
施
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

気
が
い
た
し
ま
す
。

　

私
ど
も
の
と
こ
ろ
も
う
そ
う
で
す
が
、
お
檀
家
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
と
い
い
ま
す
と
、
身
内
に
ご
葬
儀
が

で
き
た
ら
、
本
家
筋
が
浄
土
宗
で
あ
る
の
で
、
お
願
い
し
ま
す
ね
、

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
お
葬
式
を
受
け
て
、
そ
れ
で
入

檀
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
る
。
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じ
ゃ
な
く
て
、
ど
こ
か
で
入
信
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
の

教
え
は
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
い
た
だ
く

機
縁
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
布
教
の
場
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
毎
年
発
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
布
教
羅
針
盤
で
は
、
私

ど
も
の
上
田
理
事
長
が
、
こ
の
た
び
、
帰
敬
式
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
帰
敬
式
は
、
た
い
が
い
一
日
で
、
し

か
も
、
行
事
を
含
め
て
や
ら
れ
る
と
す
る
と
、
ま
だ
ま
だ
お
念
仏
に

つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
。
念
仏
を
称
え
る
ほ
う
に
は
つ
な
が
っ
て
い

か
な
い
の
で
、
や
は
り
、
二
日
か
ら
三
日
ぐ
ら
い
の
お
念
仏
と
、
浄

土
宗
の
み
教
え
を
説
く
場
所
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
で
な
い
か
。
時
代

の
流
れ
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。

　

何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
、
う
ち
は
も
う
既
に
や
っ
て
お
る
、
別
時

念
仏
会
を
や
っ
て
お
る
と
か
、
あ
る
い
は
法
要
を
二
日
な
い
し
三
日

続
け
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

何
か
し
ら
浄
土
宗
と
し
て
、
そ
う
い
っ
た
位
置
づ
け
を
す
る
よ
う
な
、

全
国
ど
こ
で
も
、
お
説
教
を
聞
い
て
、
浄
土
宗
の
話
を
聞
い
て
、
そ

し
て
、
そ
の
合
間
、
合
間
に
お
念
仏
を
称
え
て
い
た
だ
く
結
縁
念
仏

会
、
集
ま
り
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
お
話
し

た
次
第
で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
、
法
話
と
念
仏
と
い
う
こ
と
を
集
中
的
に
や
る
よ
う
な

法
会
と
い
う
か
、
集
い
を
一
宗
と
し
て
設
け
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

質
問
が
来
て
お
り
ま
し
て
、
浄
土
宗
に
は
、
葬
儀
規
程
に
、
法
話

の
項
目
が
な
い
。
ど
ん
な
法
話
を
す
る
か
、
住
職
に
任
せ
切
り
。
な

ぜ
枕
経
を
す
る
の
か
、
な
ぜ
通
夜
を
す
る
の
か
、
葬
儀
の
原
点
が
宗

と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
と
し
て
明
確
に
指
導
す
べ
き

で
、
今
ま
で
何
も
し
て
い
な
い
つ
け
が
今
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
葬
儀
の
と
き
、
檀
信
徒
の
心
が
一
番
素
直
に
な
っ
て
い

る
と
き
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ご
質
問
兼
ご
意
見
と
い
う
こ
と
で
承
り
ま
し
て
、
私
ど
も
の
ほ
う

で
『
浄
土
宗
の
葬
儀
と
年
回
法
要
に
つ
い
て
』
と
い
う
小
冊
子
を
こ

と
し
発
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
お
葬
儀
の
意
味

で
す
と
か
、
枕
経
の
意
味
と
か
、
現
代
に
お
い
て
僧
侶
は
葬
儀
に
つ

い
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
そ
の
中
で
、
小
冊
子
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
書
か
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
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た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
別
の
方
か
ら
、
お
３
方
に
と
い
う
こ
と
で
、
布
教
を
し

て
い
く
に
当
た
り
、
使
い
や
す
い
書
物
な
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
た
く

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
私
か
ら
ち
ょ
っ
と
お
答
え
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
や
は
り
自
分
で
読
ん
で
、
こ
れ
は
い
い
と
い

う
も
の
を
見
つ
け
て
い
く
と
い
う
作
業
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　

本
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
い
い
よ
と
い
っ
て
す
ぐ

使
え
る
と
い
う
の
は
、
私
の
経
験
で
も
実
は
余
り
な
い
。
や
は
り
、

い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
お
い
て
、
ま
だ
お
若
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
本
を
お
読
み
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
、
こ
れ
が
い
い

ん
だ
と
い
う
も
の
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
回
答
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
別
の
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
般
檀
信
徒
向

け
の
資
料
の
作
成
と
い
う
の
は
極
め
て
大
切
で
あ
る
か
ら
、
宗
の
ほ

う
と
し
て
も
よ
く
考
え
な
さ
い
と
い
う
ご
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
、
出
版
企
画
委
員
の
ほ
う
も
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
ご
意
見
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
て
、
今
後
の
資
料
の
作

成
の
と
き
に
、
こ
う
い
っ
た
意
見
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
質
問
、
あ
る
い

は
、
ご
要
望
に
つ
い
て
の
ご
回
答
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
名
和
清
隆

先
生
と
い
う
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
仰
心
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と

で
。

　

今
岡　

で
は
、
私
の
ほ
う
か
ら
。
基
本
的
に
、
日
本
人
は
信
仰
心

が
な
い
と
か
、
無
宗
教
だ
と
か
言
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
、
正
月

に
は
ち
ゃ
ん
と
初
詣
に
行
っ
た
り
、
お
盆
に
は
み
ん
な
帰
っ
て
き
て

お
墓
参
り
し
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
た
信
仰
心
、
い
わ
ゆ
る

信
仰
心
が
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
の
信
仰
心
と
い
う
の
は
、

明
治
の
後
に
輸
入
さ
れ
た
西
洋
的
な
考
え
方
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト

教
の
一
神
教
的
な
考
え
方
の
信
仰
心
と
い
う
も
の
を
基
準
に
調
査
を

し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
形
の
信
仰
心
は
私
た
ち
は
あ
り
ま
せ
ん

と
回
答
し
ち
ゃ
う
こ
と
が
多
い
。

　

だ
け
ど
も
、
日
本
人
の
生
活
態
度
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
宗
教
的

な
も
の
に
非
常
に
関
連
し
た
生
活
行
動
と
い
う
の
を
ず
っ
と
取
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
信
仰
心
っ
て
そ
ん
な
も
の
な
の
で
は
な
い
で

す
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
。
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名
和　

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、

信
仰
っ
て
何
ぞ
や
、
宗
教
っ
て
何
ぞ
や
と
考
え
る
と
き
に
、
い
ろ
い

ろ
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
き
く
分
け
て
２
つ
の
レ
ベ

ル
で
分
け
て
み
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
が
、
私
は
、
こ
の
教
え
、
こ
の
対
象
を
信
じ
て
い
る
よ
と

い
う
意
味
で
の
、
自
分
が
自
覚
的
に
そ
の
教
え
と
か
対
象
に
対
し
て

心
を
向
け
る
と
い
う
た
ぐ
い
の
信
仰
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
は
、
も
う
少
し
広
く
取
っ
て
、
例
え
ば
、
初
詣
に
行
っ

た
り
と
か
、
お
墓
参
り
に
行
っ
た
り
と
か
、
ご
祈
祷
を
受
け
た
り
と

か
、
お
守
り
持
っ
た
り
と
か
。
そ
う
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
す
ね
。
こ
れ

っ
て
宗
教
な
の
か
な
、
信
仰
な
の
か
な
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
頭
の

中
に
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
が
つ
い
て
し
ま
う
。
で
も
、
確
か
に
生

活
の
中
で
習
慣
と
し
て
や
っ
て
る
よ
う
な
こ
と
も
、
広
く
見
る
と
や

は
り
信
仰
と
か
宗
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
含
ま
れ
て
く
る
と
思
う

ん
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
な
２
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
や
は
り
大

切
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ま
ず
習
慣
と
し
て
我
々
が
行
っ
て
い
る
宗

教
的
な
も
の
、
信
仰
的
な
行
動
と
い
う
の
は
、
や
は
り
デ
ー
タ
で
見

て
も
、
今
で
も
日
本
人
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

　

例
え
ば
、「
読
売
新
聞
の
年
間
連
続
調
査
、
日
本
人
」
と
い
う
調

査
を
見
て
も
、
例
え
ば
、
お
盆
や
お
彼
岸
に
お
墓
参
り
を
す
る
と
い

う
人
は
、
日
本
人
の
約
８
割
、
お
正
月
の
初
詣
は
７
割
、
あ
と
は
、

商
売
繁
盛
や
健
康
の
た
め
の
祈
願
と
い
う
の
が
約
４
割
と
い
う
ふ
う

に
、
非
常
に
実
施
率
が
高
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
側

面
を
と
ら
え
て
、
信
仰
心
は
低
く
な
い
と
い
う
よ
う
な
捉
え
方
も
で

き
る
わ
け
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
根
底
に
は
、
何
か
自
然
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も

の
に
、
人
間
の
力
を
超
え
た
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
よ
う
な
気
持
ち

が
あ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
お
墓
参
り
に
し
て
も
、「
死
ん
だ
ら

人
間
何
も
な
い
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
立
場
に
立
つ
ん
だ
っ
た
ら
、

お
墓
参
り
と
い
う
信
仰
行
動
に
は
つ
な
が
ら
な
い
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
気
持
ち
は
、
そ
れ
が
昔
に
比
べ
て
減
っ
て
い
る
か
、

増
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
微
妙
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
科
学
万
能
主
義
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
長
く
続
い
て
き
た

が
、
近
年
、
そ
の
揺
り
戻
し
み
た
い
な
形
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ

ー
ム
が
あ
っ
た
り
と
か
、
時
代
に
よ
っ
て
揺
れ
動
き
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
う
い
っ
た
感
覚
が
現
在
ど
う
か
と
い
う
の
は
ま
た
問
題
な
の

で
す
が
、
し
か
し
日
本
人
の
取
っ
て
い
る
行
動
と
い
う
こ
と
か
ら
見

れ
ば
、
確
か
に
信
仰
心
は
薄
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
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が
で
き
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
自
分
は
こ
の
教
義
を
信
じ
て
い
る
」、「
積
極

的
に
関
わ
っ
て
、
信
仰
に
基
づ
く
行
為
を
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う

な
レ
ベ
ル
で
言
う
と
、
も
ろ
も
ろ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
出
て
い

る
よ
う
に
、
決
し
て
高
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
か
と
思

い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
、
読
売
新
聞
の
調
査
だ
と
、
２
０
０

８
年
の
時
点
で
は
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
設
問
で

は
、
約
４
分
の
１
、
26
％
し
か
イ
エ
ス
と
答
え
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
昨
日
紹
介
し
た
統
計
数
理
研
究
所
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

よ
り
ま
す
と
、
１
９
５
８
年
か
ら
「
宗
教
を
信
じ
て
い
る
人
」
の
割

合
は
、
大
体
３
割
前
後
と
い
う
数
値
で
す
が
、
そ
れ
以
外
、
緩
や
か

な
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
結
果
を
示
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
岡　

結
局
、
現
状
が
、
我
々
が
よ
っ
て
き
た
る
基
盤
と
す
る
信

仰
心
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
を
信
じ
、
念
仏
に
よ
っ
て

極
楽
往
生
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
、
お
念
仏
を
す
る
と
い

う
、
我
々
の
考
え
る
信
仰
心
と
い
う
も
の
が
、
昔
と
変
わ
ら
ず
保
存

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
や
は
り
そ
れ
は
も
う
ど

ん
ど
ん
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
だ
と
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
。

　

名
和　

な
か
な
か
一
言
で
は
申
し
上
げ
に
く
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
し
か
し
、
単
純
に
先
ほ
ど
の
デ
ー
タ
で
言
う
と
、
急
激
な
減

少
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
緩
や
か
な
減
少
傾
向
で
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
、
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
50
年
間
で
、
そ
れ
こ
そ
４
％
ぐ
ら
い
の
下
落
で
す
ね
。
そ
れ

こ
そ
32
％
ぐ
ら
い
か
ら
、
年
に
よ
っ
て
上
下
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
20
％
の
後
半
ぐ
ら
い
の
推
移
で
す
の
で
、
そ
の
変
化
と
い
う
の
を

ど
れ
だ
け
深
刻
に
受
け
と
め
る
か
は
ま
た
問
題
で
す
が
、
緩
や
か
な

減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
岡　

フ
ロ
ア
の
ほ
う
で
、
こ
れ
に
関
し
て
ご
意
見
お
持
ち
の
方
、

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
で
き
た
ら
手
を
挙
げ
て
。
私
は
だ
め
だ
、

現
状
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
だ
と
い
う
ご
意
見
。
な
い
で
す
ね
。

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。
で
は
、
皆
さ
ん
納
得
さ
れ
た
よ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

名
和　

あ
く
ま
で
も
数
値
か
ら
申
し
上
げ
た
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
。
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今
岡　

こ
の
信
仰
心
が
ど
う
な
の
か
と
い
う
の
は
、
我
々
と
し
て

は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
非
常
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

ブ
ー
ム
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
、
あ
の
世
の
存
在
だ
と
か
何
と
か

と
い
う
の
は
、
人
気
が
あ
っ
て
ば
っ
と
ふ
え
る
の
で
す
が
、
で
も
、

そ
れ
が
浄
土
宗
の
信
心
す
る
心
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
と
、
な
か
な

か
難
し
い
側
面
が
あ
っ
て
、
我
々
は
我
々
な
り
に
、
や
は
り
地
道
に

努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

こ
の
件
に
つ
い
て
は
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
次
の
質
問
に
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
は
、
松
岡
先

生
へ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
僧
侶
が
メ
デ
ィ
ア
露
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
、
る
る
説
明
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
松
岡
先
生
、
何
か
ご
意
見
ご
ざ
い
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

　

松
岡　

テ
レ
ビ
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
雑
誌
そ
の
他
に
の
る
こ
と

は
、
私
は
、
布
教
教
化
と
い
う
意
味
で
は
必
要
な
こ
と
で
は
と
思
い

ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
某
宗
教
で
は
、
ス
ポ
ッ
ト
に
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
流
し

て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
ま
だ
小
学
生
一
、
二
年
生
の
子
供
で
も
、

そ
の
フ
レ
ー
ズ
が
刷
り
込
ま
れ
ま
し
て
、
別
に
信
仰
も
な
に
も
な
い

の
に
、
そ
の
リ
ズ
ム
を
口
癖
に
し
て
い
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
の
力
と
い
う
の
は
す
ご
い
も
の
が
あ
る
な
と
思
い
ま
す
。

　

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
マ
ス
コ
ミ
と
か
は
、
ど
う
や
っ

た
ら
売
れ
る
か
と
い
う
、
商
業
主
義
な
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
と
思
う

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
た
ち
か
ら
見
た
ら
、
こ

の
人
本
当
に
僧
侶
な
ん
だ
ろ
う
か
と
思
う
よ
う
な
、
一
見
な
よ
な
よ

し
た
女
性
の
よ
う
な
言
葉
で
、
し
か
も
、
人
生
相
談
み
た
い
な
こ
と

を
仏
教
的
に
絡
め
な
が
ら
、
絡
め
て
る
と
も
い
え
な
い
で
し
ょ
う
け

れ
ど
も
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
非
常
に
視
聴
者
に
受
け
た
り
し
て
、

そ
の
よ
う
な
人
が
お
坊
さ
ん
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

そ
の
類
の
番
組
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

人
間
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
は
弱
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
何

か
に
頼
ろ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
、
説
教
で
は

な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
話
に
つ
な
が
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
で
は
な
い
の
で
す
が
、
我
が
国
だ
け
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
、

血
液
型
で
性
格
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
。
し
か
も
、
性
格
を
判

断
し
、
さ
ら
に
そ
の
日
の
運
ま
で
も
出
し
て
く
る
と
い
う
、
Ａ
型
は

何
々
、
今
日
は
こ
う
で
す
。
Ｂ
型
は
こ
う
で
す
、
あ
る
い
は
、
十
二

支
だ
と
か
星
座
で
き
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
、
非
常
に
若
い
人
た

ち
は
興
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
立
ち
位
置
に
私
た
ち
が
あ
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っ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

も
っ
と
も
っ
と
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
の
を
本
当
に
私
た
ち
が

宗
教
の
発
信
地
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
大
き
な
テ
レ
ビ
局
だ
と
か
新
聞
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
も
っ
と
地
方
紙
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
地
方
の
テ
レ
ビ
と
か
に
、

何
と
か
私
た
ち
が
入
っ
て
い
き
、
浄
土
宗
だ
け
を
説
く
こ
と
は
な
か

な
か
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
諸
行
無
常
で
あ
る
と
か
、
あ
る

い
は
、
煩
悩
の
世
界
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
十
分
説
け
る

と
思
い
ま
す
か
ら
、
私
は
積
極
的
に
進
出
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

浄
土
宗
で
も
ラ
ジ
オ
放
送
の
時
間
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、

恐
ら
く
、
皆
さ
ん
方
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
浄
土
宗
の
時
間
、

総
本
山
知
恩
院
の
放
送
を
聞
い
て
お
ら
れ
る
方
と
い
う
の
は
、
朝
早

い
時
間
に
放
送
さ
れ
る
の
で
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
放
送
料
の
関
係
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
そ
う
い
っ
た
メ

デ
ィ
ア
の
手
段
を
使
っ
て
、
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
本
来
の
正
し
い
仏
教
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
た
め
に
前
向
き

に
取
り
組
ん
で
い
く
よ
う
な
姿
勢
が
必
要
で
な
い
か
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
岡　

同
じ
質
問
の
中
に
、
例
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
で
「
天
国
」
と

い
う
よ
う
な
表
現
が
い
っ
ぱ
い
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
私
た

ち
は
「
極
楽
に
往
生
す
る
」
と
い
う
ふ
う
に
申
し
て
お
り
ま
す
が
、

世
の
中
一
般
で
は
天
国
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
メ
デ
ィ

ア
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
非
常
に
大
き
な
力
を
持
っ
て
お
り
ま
す
ね
。

　

で
も
、
あ
れ
は
僕
た
ち
に
は
関
係
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
放
置
し

て
お
い
た
ま
ま
で
い
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
我
々

も
毅
然
と
し
て
何
か
ど
こ
か
で
大
き
な
声
を
上
げ
て
や
る
べ
き
な
の

か
、
そ
こ
ら
辺
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

松
岡　

大
き
な
声
を
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
仏
教
界
が
共
通

し
て
い
る
「
浄
土
に
行
く
」
と
い
う
こ
と
を
や
は
り
力
説
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
で
い
い
ま
す

と
、
天
と
い
う
の
は
天
上
界
で
す
の
で
、
ま
さ
し
く
迷
い
の
世
界
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

世
間
の
方
々
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
天
国
と
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
と

い
う
か
、
楽
し
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
で
し
か
受
け
と
め
て
い
な

い
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
み
た
い

な
話
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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や
は
り
私
た
ち
が
努
力
す
べ
き
こ
と
は
、
檀
信
徒
の
人
た
ち
に
、

行
く
べ
き
と
こ
ろ
は
お
浄
土
で
あ
る
、
浄
土
宗
の
場
合
は
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
西
方
極
楽
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
普
段
か
ら
力
説
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
日
申
し
上
げ
ま
し
た
所
帰
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
い
く
。

　

あ
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
檀
信
徒
が
弔
辞
を
読
む
と
き
に
は
、

必
ず
目
を
通
し
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
わ
し
に
見
せ
ろ
と
い
っ
て
目
を

通
し
て
い
る
の
だ
と
。
そ
し
て
、
大
方
は
、
文
例
や
何
か
で
、「
天

国
で
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
」
な
ん
て
書
い
て
い
る
と
、
こ
こ

は
違
う
、「
西
方
浄
土
で
阿
弥
陀
さ
ま
の
み
も
と
で
ご
修
行
く
だ
さ

い
」
と
書
き
な
さ
い
と
、
指
導
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
方
も
お
ら
れ

ま
し
た
。

　

私
た
ち
教
師
が
、
そ
こ
ま
で
心
が
け
て
檀
信
徒
に
対
し
て
、
こ
れ

も
教
化
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　

た
だ
、
世
間
が
天
国
、
天
国
と
言
え
ば
、
目
く
じ
ら
を
立
て
て
と

言
っ
て
は
お
か
し
い
で
す
が
、
強
烈
に
抗
議
文
か
何
か
で
、
天
国
じ

ゃ
な
い
と
、
ア
ッ
ピ
ー
ル
を
す
る
の
で
は
な
く
、
一
時
期
、
他
力
本

願
と
い
う
の
は
人
任
せ
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
く
に

真
宗
教
団
は
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
、

他
力
本
願
で
や
り
ま
し
た
、
み
た
い
な
言
い
方
、
人
任
せ
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
は
ま
さ
し
く
、
私
た
ち
教
師
の
教
え
方
、
布
教
啓
蒙
と
い

う
こ
と
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
を
大
い
に
反
省
し
て
、
少
な
く
と

も
自
分
の
周
り
で
は
、
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
ん
だ
と
い
う
こ

と
を
力
説
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
は
肝
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

今
岡　

何
と
い
っ
て
も
、
多
勢
に
無
勢
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
我
々
、

戦
力
が
少
な
い
わ
け
で
す
ね
。
天
国
と
言
っ
て
い
る
人
は
い
っ
ぱ
い

い
る
わ
け
で
す
。
我
々
も
資
源
を
有
効
に
利
用
し
て
、
う
ま
く
攻
め

る
と
こ
ろ
を
決
め
て
、
情
報
を
出
し
て
い
く
な
ら
、
例
え
ば
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
で
例
文
集
を
見
る
と
、
浄
土
宗
の
例
文
に
ぶ
ち
当

た
っ
て
、
そ
こ
に
は
ち
ゃ
ん
と
極
楽
浄
土
と
書
い
て
あ
る
と
い
う
よ

う
な
、
も
う
少
し
戦
略
的
な
情
報
の
発
信
方
法
と
い
う
も
の
も
必
要

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

松
岡　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
、
私
ど
も
が
そ

れ
を
黙
っ
て
見
逃
し
て
、
言
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な

い
や
と
い
う
気
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
ど
ん
そ
れ
は
加
速
し
て
い
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く
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
都
度
、
そ
の
都
度
、
私
ど
も
の
ほ
う
で

は
極
楽
浄
土
で
す
よ
と
い
う
こ
と
は
、
と
に
か
く
今
、
今
岡
先
生
が

お
話
し
に
な
っ
た
と
お
り
、
多
勢
に
無
勢
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
無
勢

で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
言
い
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
次
の
質
問
に

移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
曽
根
先
生
、
お
願
い
し
た
い
の
で
す
が
。

こ
れ
ま
で
先
生
が
現
代
の
問
題
に
対
し
、
本
日
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お

り
に
、
二
本
線
が
引
い
て
消
し
て
あ
り
ま
し
て
、「
法
然
上
人
の
教

え
を
基
底
と
し
て
」
と
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
日
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お

り
に
行
動
し
た
際
の
成
功
例
、
失
敗
例
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
教
示

賜
り
た
く
存
じ
ま
す
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
曽
根
先
生
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

曽
根　

失
礼
い
た
し
ま
す
。
成
功
例
と
い
う
よ
う
な
形
で
は
お
話

は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
私
自
身
が
、
浄
土
宗
で
よ
か
っ

た
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
で
よ
か
っ
た
、
法
然
上
人
の
教
え
で
よ
か

っ
た
と
非
常
に
思
い
ま
し
た
例
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
昨
年
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
山
梨
が
自
坊
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

自
坊
の
ほ
う
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
新
檀
家
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

お
墓
も
取
っ
て
い
た
だ
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
、
外
孫
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
連
絡
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

都
内
に
住
ん
で
い
る
女
性
で
、
二
十
歳
で
自
殺
を
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
、
親
の
ほ
う
が
本
当
に
混
乱
し
て
し
ま
っ

て
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く

火
葬
に
だ
け
は
し
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
を
通
じ

て
た
ま
た
ま
そ
の
と
き
に
、
お
骨
上
げ
等
の
ご
供
養
を
い
た
だ
い
た

浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
が
、
ご
縁
の
あ
る
菩
提
寺
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、

ご
住
職
さ
ま
に
連
絡
を
取
っ
て
、
お
戒
名
を
つ
け
て
い
た
だ
い
て
ち

ゃ
ん
と
し
た
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
で
す
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
外
孫
と
い
う
こ
と
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
本
堂
で
、
本
当
に
近
親
者
だ
け
で
葬
儀
を
し
た
と
い

う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

お
写
真
を
見
ま
す
と
、
本
当
に
き
れ
い
で
か
わ
い
ら
し
い
女
性
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
母
様
、
お
父
様
の
話
を
聞
き
ま
す
と
、
本
当
に

純
情
な
娘
さ
ん
で
、
中
学
、
高
校
、
特
に
高
校
の
あ
た
り
か
ら
、
社

会
の
汚
さ
、
社
会
の
醜
さ
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
の
す
ご
く
敏
感
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に
な
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
人
間
は
醜
い
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
を
も
の
す
ご
く
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

た
ま
た
ま
趣
味
が
音
楽
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
で
は
、
そ

う
い
う
自
分
の
思
い
を
音
楽
に
ぶ
つ
け
た
ら
ど
う
と
い
う
こ
と
で
、

一
生
懸
命
音
楽
の
活
動
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
、
ち
ょ
っ
と
や
ん
ち
ゃ
系
の
感
じ
の
子
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
、
本
当
に
清
楚
な
感
じ
の
女
の
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

お
母
様
、
お
父
様
と
お
話
を
い
た
し
ま
し
て
、
で
は
、
お
戒
名
も

お
つ
け
し
て
、
お
葬
儀
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
住
職

と
相
談
し
て
、『
阿
弥
陀
経
』
の
一
節
か
ら
「
和
雅
」
と
い
う
お
言

葉
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
、
お
つ
け
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
際
に
、
私
が
、
間
違
い
な
く
阿
弥
陀
さ
ま
が
救
っ
て
く
だ
さ

い
ま
す
よ
。
極
楽
浄
土
へ
娘
さ
ん
は
往
生
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
し

て
、
往
生
さ
れ
た
後
は
、
菩
薩
と
な
っ
て
、
ま
た
残
さ
れ
た
お
父
様
、

お
母
様
を
導
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
、
お
護
り
く
だ
さ
い
ま
す
。
ま
た
、

私
ど
も
の
お
称
え
す
る
お
念
仏
は
必
ず
届
き
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を

お
伝
え
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
私
ど
も
も
命
終
を
迎
え
て
、

お
浄
土
に
往
生
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
間
違
い
な
く
お
浄
土
で

再
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
い
た
し
ま
し

て
、
ご
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
終
わ
り
ま
し
た
後
、
お
母
様
が
涙
な
が
ら
に

語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う

こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。

　

私
は
娘
の
こ
と
が
本
当
に
大
好
き
で
、
か
わ
い
い
娘
で
、
本
当
に

大
切
に
し
て
い
た
。
で
も
、
悲
し
い
こ
と
に
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
も
う
今
後
、
娘
と
は
か
か
わ
り
を
持
て
な
い
、
娘
に
は
一
切
か

か
わ
れ
な
い
ん
だ
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
ず
っ
と
思
っ
て
悩
ん
で
、
悲

し
ん
で
、
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で

す
ね
。

　

ち
ゃ
ん
と
娘
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
に
行
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
私
の
お
称
え
す
る
お
念
仏
は
娘
に
届
く
ん
で
す
ね
。
そ
し

て
ま
た
、
い
ず
れ
私
が
命
を
終
え
た
後
は
、
極
楽
浄
土
で
娘
と
再
会

す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
も
娘
と
か
か
わ

っ
て
い
け
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
余
生
を
送
れ
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
と
、
涙
な
が
ら
に
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
の
教
え
、
法
然
上
人
の
み
教
え
と
い
う
も
の
が
、
亡
く
な

っ
た
方
と
の
か
か
わ
り
を
説
い
て
い
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
浄

土
宗
の
場
合
は
、
娘
さ
ん
は
娘
さ
ん
と
し
て
往
生
さ
れ
る
わ
け
で
す

ね
。
真
如
と
一
体
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
は
な
い
わ
け
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で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
関
係
の
あ
り
方
は
変
わ
っ
た
け
れ
ど
も
、

ず
っ
と
娘
さ
ん
は
娘
さ
ん
と
し
て
、
お
母
さ
ん
は
お
母
さ
ん
と
し
て

の
関
係
と
い
う
も
の
を
持
ち
続
け
な
が
ら
、
お
念
仏
の
中
で
生
活
し

て
い
け
る
。

　

私
は
、
本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て
、
い
ろ

い
ろ
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
正
直
申
し
上
げ
ま
し
て
、

私
が
想
像
し
て
い
た
以
上
に
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
母
さ
ん
が
、

こ
れ
か
ら
も
、
娘
と
か
か
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
余
生

を
送
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
一
言
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
浄

土
宗
の
教
え
、
法
然
上
人
の
教
え
は
も
の
す
ご
い
力
を
持
っ
て
い
る

ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
確
認
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

私
の
つ
た
な
い
経
験
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
教
え
で

よ
か
っ
た
な
と
つ
く
づ
く
思
っ
た
、
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
岡　

次
は
、
質
問
票
の
上
の
ほ
う
に
意
見
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
意
見
と
し
て
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
み
教
え
に
普
遍
性
が
あ
る
と
い
う
点
を
起
点
に
し
た

場
合
、
檀
家
組
織
を
軸
と
し
た
寺
院
の
共
同
体
で
あ
る
教
団
の
衰
退

が
教
え
の
衰
退
に
比
例
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
遠
回
し
の
言
い
方
で

恐
縮
で
す
が
、
何
を
も
っ
て
浄
土
宗
信
者
と
規
定
す
る
の
か
。

　

ま
ず
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
上
で
、
教
団
を
経
済
的
に
発
展

さ
せ
る
方
策
、
シ
ス
テ
ム
を
考
え
た
り
、
新
た
な
布
教
教
化
の
シ
ス

テ
ム
が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
が
順
序
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
ん
な
ご
意
見
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
う
ち
の
教
団
と
寺
院
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
、
松
岡
上
人

の
ほ
う
か
ら
一
言
ご
意
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

松
岡　

妥
当
な
回
答
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
な
り
に
教

団
と
寺
院
を
考
え
て
み
た
と
き
に
、
少
し
ず
つ
一
般
寺
院
と
教
団
と

が
乖
離
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
離
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
個
人
的
な
感
じ
を
受
け
て
い
る
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

何
と
な
れ
ば
、
寺
院
と
い
う
の
が
、
代
々
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し

た
と
お
り
、
世
襲
で
継
が
れ
る
寺
院
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

し
か
も
、
法
的
に
い
う
と
、
宗
教
法
人
と
い
う
一
つ
の
法
人
と
し
て

存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
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で
す
か
ら
、
総
大
本
山
も
そ
う
で
す
が
、
独
立
し
た
法
人
と
し
て

見
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
と
い
う
教
団
と
の
か
か
わ
り
が
ど
う
な
っ
て

い
く
の
か
と
い
っ
た
と
き
に
、
我
々
は
我
々
だ
と
、
う
ち
が
よ
け
れ

ば
と
い
う
寺
院
の
考
え
方
が
か
な
り
広
が
っ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

と
い
う
の
も
、
や
は
り
教
団
の
流
れ
と
い
う
も
の
、
な
か
な
か
一

般
寺
院
に
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

　

ご
遠
忌
を
見
ま
し
て
も
、
確
か
に
、
総
大
本
山
も
ご
努
力
な
さ
っ

た
。
教
団
も
、
浄
土
宗
と
し
て
ご
努
力
な
さ
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
ま

一
つ
盛
り
上
が
り
に
私
は
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
と
、
八
百

五
十
年
は
ど
う
な
る
の
か
な
と
案
じ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
各
総
大
本
山
等
の
今
か
ら
五
十
年
前
の
遠
忌
の
写
真

等
を
見
ま
す
と
、
あ
る
い
は
記
録
関
係
を
見
ま
す
と
、
本
当
に
祖
山

に
も
の
す
ご
い
人
た
ち
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
こ
と
し
は
震
災
が
あ

っ
た
と
い
う
せ
い
も
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
い
ま
ひ
と
つ
完
全
に

乗
り
切
っ
て
な
い
と
い
う
か
、
消
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
も
う
一
度
、
浄

土
宗
と
い
う
教
団
と
一
般
寺
院
と
の
つ
な
が
り
を
し
っ
か
り
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

特
に
私
ど
も
の
と
こ
ろ
は
本
当
に
、
日
本
の
一
番
端
の
離
島
の
過

疎
の
寺
院
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
な
り
ま
す
と
、
一
宗
と
い
う
よ
り
も
、

我
が
寺
を
ど
う
し
て
守
っ
て
い
こ
う
か
と
い
う
の
が
切
実
な
問
題
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

　

先
ほ
ど
、
過
疎
、
過
密
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
が
ご
ざ
い
ま

し
た
が
、
少
子
高
齢
化
や
、
檀
家
数
が
減
っ
て
い
る
中
で
、
非
常
に

そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
危
惧
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
を

も
う
少
し
、
一
宗
と
し
て
お
考
え
願
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
寺
院
方
も
、
こ
う
い
う
表
現
を
し
た
ら
し
か
ら
れ
る

の
で
す
が
、
チ
ェ
ー
ン
店
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
浄
土
宗
の
寺

院
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
看
板
を
借
り
て
や
っ
て
い
る
だ
け
、
課
金

は
看
板
代
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
は
な
い
、
間
違
っ
て
も
う
そ
い
う

方
向
に
な
ら
な
い
こ
と
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
岡　

ご
意
見
と
ぴ
っ
た
り
合
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
応
、

ご
意
見
の
ほ
う
は
承
り
ま
し
て
、
今
後
、
研
究
所
の
ほ
う
で
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
進
め
て
い
く
際
の
一
つ
の
考
え
方
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
、
１
枚
残
り
ま
し
た
。
質
問
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。
絶
対
無
限

の
浄
土
及
び
そ
の
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
気
持
ち
を
ど
の
よ
う
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に
喚
起
す
る
か
。
葬
儀
式
の
意
義
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の

か
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
な
り
に
こ
の
質
問
を
再
解
釈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
ど

も
、
日
々
の
活
動
と
し
て
、
お
葬
儀
を
き
っ
か
け
と
し
ま
し
て
、
葬

儀
で
亡
き
人
の
極
楽
往
生
を
願
う
ん
だ
と
、
そ
し
て
、
年
回
法
要
で

追
善
廻
向
す
る
ん
だ
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
亡
き
人
の
た
め
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
、
自
分
自
身
の
た
め
の
往
生
し
た
い
と
い

う
心
を
引
き
出
し
て
、
お
念
仏
に
結
び
つ
け
て
い
く
と
い
う
の
が
、

一
つ
の
我
々
の
持
っ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
と
思
っ
て
お
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
で
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
お
葬
儀
、
だ
ん
だ
ん
実
施
率
が
低
く
な
っ
て
く
る
と
い
う

問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
年
回
法
要
、
今
、
三
十
三
回
忌
ま
で
ず
っ
と

や
る
方
は
ど
れ
だ
け
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
入
り
口
の
問
題
で
、
入
り
口
さ
え
、
私
た
ち
の
考
え
て

い
る
よ
う
に
は
い
か
な
い
。

　

な
お
か
つ
、
亡
き
人
を
送
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

っ
て
、
自
分
自
身
の
願
往
生
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
か
な
か
結
び
つ

い
て
こ
な
い
と
い
う
、
大
き
な
２
つ
の
問
題
が
大
切
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
ら
辺
、
な
ぜ
結
び
つ
か
な
い
の
か
、
ど
う
し
た
ら

い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
ご
意
見

を
お
伺
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
名
和
研
究
員
か
ら
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

名
和　

な
か
な
か
難
し
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
今
岡
主
任
研
究

員
が
、
現
在
で
は
、
葬
儀
、
法
要
と
い
う
よ
う
な
入
り
口
か
ら
、
願

往
生
心
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
い
ち

私
自
身
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
体
験

か
ら
、
恐
ら
く
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
一
つ
要
因
と
し
て
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
き
の
う
葬

儀
の
変
化
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
私
、
自
坊
が
埼
玉
県
の

桶
川
市
に
あ
る
の
で
す
が
、
昔
は
、
葬
儀
を
自
宅
で
行
う
、
あ
る
い

は
、
寺
で
行
う
の
が
普
通
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

こ
こ
15
年
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
、
葬
祭
場
が
ふ
え
て
き
ま
し
て
、
特

に
県
営
み
ず
ほ
斎
場
と
い
う
火
葬
場
と
葬
祭
式
場
が
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
施
設
が
で
き
た
途
端
に
、
ほ
と
ん
ど
１
０
０
％
、
葬
祭
場
に
場
所

が
移
り
ま
し
た
。



─ 81 ─

　

そ
ん
な
中
で
、
様
々
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一

つ
に
、
十
三
仏
講
が
消
滅
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

昔
は
、
火
葬
場
か
ら
骨
が
帰
っ
て
き
た
後
、
寺
で
初
七
日
を
や
っ

て
、
そ
れ
で
家
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
し
た
が
、
家
に
戻
る

際
に
は
寺
か
ら
伏
鐘
と
、
十
三
仏
の
掛
け
軸
を
持
ち
帰
り
、
皆
で
伏

鐘
の
音
に
あ
わ
せ
て
十
三
仏
を
お
唱
え
し
ま
し
た
。

　

地
域
の
中
で
は
お
唱
え
を
先
導
す
る
係
の
人
が
い
ま
し
て
、
そ
の

人
が
お
唱
え
を
し
、
そ
れ
に
皆
で
続
い
て
、
十
三
仏
を
ず
っ
と
繰
り

返
し
お
称
え
し
ま
す
。
そ
し
て
、
お
骨
の
前
に
く
ん
だ
お
水
の
中
に
、

シ
キ
ミ
の
葉
っ
ぱ
を
一
枚
ず
つ
く
べ
て
い
く
ん
で
す
。

　

そ
れ
を
順
繰
り
、
順
繰
り
、
句
頭
の
係
を
回
し
な
が
ら
、
ず
っ
と

や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
大
体
２
時
間
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
、
割
と
ゆ
っ

く
り
や
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
間
、
集
ま
っ
た
人
が
、
お
茶
と
か
飲
み
、
喪
主
の
人
、
ま
た
、

遺
族
の
人
が
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
か
言
い
な
が
ら
、

故
人
を
送
る
場
を
み
ん
な
で
つ
く
り
上
げ
る
と
い
う
風
習
が
ず
っ
と

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

願
往
生
心
と
い
う
よ
う
な
心
が
葬
儀
を
媒
介
に
し
て
芽
生
え
る
と

い
う
の
は
、
実
は
そ
う
い
っ
た
場
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　

今
の
葬
儀
で
す
と
、
僧
侶
が
お
経
を
称
え
て
準
備
な
ど
多
く
は
葬

祭
業
者
が
や
っ
て
く
れ
て
、
喪
家
の
方
は
何
か
お
客
様
の
よ
う
な
立

場
に
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、

自
分
た
ち
が
何
か
主
体
的
に
送
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
か
な
か
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
伝
統
的
に
行
な
っ
て
き
た
、
み
ん
な
で
送
る
と
い
う
経
験

は
、
自
分
が
死
ん
だ
と
き
に
は
ど
う
な
る
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た

思
い
に
直
に
結
び
つ
い
て
い
く
経
験
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

私
の
地
域
で
行
な
っ
て
い
た
「
十
三
仏
」、
大
人
だ
け
で
な
く
、

隣
の
家
の
子
供
ぐ
ら
い
は
参
加
し
て
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
経

験
は
、
自
分
の
願
往
生
心
と
い
う
の
を
自
然
に
醸
造
さ
せ
る
す
ご
く

大
切
な
も
の
で
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
今
も
う
一
度
、
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
十
三
仏
講
を
私
の

地
元
で
復
活
さ
せ
よ
う
な
ん
て
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
現
状
に

あ
る
わ
け
で
す
が
、
と
も
か
く
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
何
か
問
題
の

一
つ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
て
お
り
ま
す
。

　

曽
根　

非
常
に
難
し
い
問
題
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宗

教
学
の
名
和
先
生
を
横
に
し
て
、
宗
教
学
的
な
お
話
を
失
礼
な
の
で

す
が
、
私
は
、
一
つ
は
、
浄
土
宗
の
お
坊
さ
ん
も
、
宗
教
儀
礼
と
い
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う
こ
と
の
意
味
と
い
う
の
を
も
う
一
回
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

著
名
な
、
本
当
に
有
名
な
宗
教
学
者
で
あ
り
ま
し
た
柳
川
啓
一
先

生
は
、
宗
教
儀
礼
を
、「
分
離
」、「
移
行
」、「
結
合
」
と
、
こ
の
３

段
階
で
説
明
さ
れ
ま
す
。
分
離
と
い
う
の
は
、
古
い
集
団
か
ら
分
か

れ
る
。
移
行
と
い
う
の
は
、
古
い
自
分
の
集
団
か
ら
新
し
い
自
分
の

集
団
へ
行
く
途
中
。
結
合
と
い
う
の
が
、
新
し
い
自
分
の
集
団
に
結

び
つ
く
。
こ
う
い
っ
た
段
階
を
経
て
、
一
つ
の
精
神
的
な
転
換
と
い

う
も
の
を
得
る
と
い
う
の
が
宗
教
儀
礼
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が

あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

浄
土
宗
の
場
合
で
も
や
は
り
、
分
離
、
移
行
、
結
合
と
い
う
よ
う

な
流
れ
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
分
離
と
い
う
こ

と
で
い
え
ば
、
生
か
ら
死
へ
と
い
う
こ
と
の
変
化
で
す
ね
。
現
実
を

受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
事
実
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
移
行
と
い
う
の
は
、
通
夜
、
葬
儀
に
お
い
て
、
と

も
に
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
、
浄
土
往
生
を
願
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
結
合
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
迎
え
を
い
た
だ
い
て
、

間
違
い
な
く
往
生
す
る
。
そ
の
先
に
は
、
還
相
と
い
う
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
僧
侶
側
が
、
浄
土
宗
と
し
て
、
通
夜
、
葬

儀
と
い
う
儀
礼
を
通
じ
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
参
列
者
の
方
に
受
け

と
め
て
い
た
だ
く
の
か
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
亡
く
な

っ
た
方
が
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
儀
式
の
中
で
受
け
と
め

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
往
相
、
還
相
、

倶
会
一
処
の
教
え
で
す
ね
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
そ
う
い
う
中
で
受

け
と
め
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
や
は

り
、
精
神
的
な
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
お
か
つ
私
は
、
浄
土
宗
と
し
て
は
、
非
常
に
大
切
だ
と
思
い
よ

く
申
し
上
げ
る
話
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
、
山
梨
の
大
正
大
学
の

真
言
宗
の
後
輩
と
お
酒
を
飲
ん
だ
と
き
に
、
し
み
じ
み
と
彼
が
「
曽

根
さ
ん
、
浄
土
宗
は
い
い
よ
ね
」
っ
て
言
う
の
で
す
。
何
が
と
聞
い

た
と
こ
ろ
「
同
称
十
念
、
本
当
に
あ
れ
い
い
よ
ね
。
お
念
仏
、
本
当

に
あ
れ
い
い
よ
ね
。」
と
言
う
わ
け
で
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
彼
が
言
う
に
は
、
自
分
た
ち
の
宗

派
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
ん
で
す
ね
。
浄
土
宗
は
、

通
夜
、
葬
儀
の
と
き
に
、
一
緒
に
参
加
し
て
称
え
て
い
た
だ
け
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
わ
け
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
お
念
仏
が
易
行
で
あ
り
、
勝
易
の
念
仏
だ
と
い
う
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
他
宗
か
ら
見
ま
す
れ
ば
、
自
分
が
そ
こ

に
参
加
し
て
一
緒
に
故
人
を
送
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
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非
常
に
大
き
な
、
言
い
方
が
悪
い
で
す
が
、
武
器
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　

一
緒
に
称
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
も
亡
く
な
っ
た
故

人
を
一
緒
に
ち
ゃ
ん
と
お
送
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
単
に
そ
こ
に
行
っ

て
座
っ
て
、
形
だ
け
の
お
焼
香
と
い
う
こ
と
と
は
ま
た
違
う
わ
け
で

す
ね
。

　

お
念
仏
は
、
そ
の
場
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
称
え
く
だ
さ
い
と
い

っ
て
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。
練
習
す
る
必
要
が
な
い
行
な
わ
け
で
す

ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
阿
弥
陀
さ
ま
が
選
択
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
も
う
一
回
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

他
宗
の
僧
侶
が
う
ら
や
ま
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
し
ら
ふ
の
と

き
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
飲
む
と
や
は
り
本
音
で
い
ろ
い
ろ
言
う
ん
で

す
よ
。（
笑
）
何
宗
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、「
本
当
に
悟
れ
る
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
か
」
と
言
え
ば
、「
そ
ん
な
も
ん
悟
れ
る
わ
け
な
い

じ
ゃ
ん
」
と
か
、
酔
え
ば
言
い
ま
す
よ
。（
笑
）

　

本
音
で
は
他
宗
の
人
が
う
ら
や
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
、
お
念
仏
。

み
ん
な
で
お
称
え
で
き
て
本
当
に
す
ば
ら
し
い
と
い
う
も
の
を
、
私

ど
も
は
、
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
や
は
り
、
一
緒
に
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
と
い
う
行
為

で
す
ね
、
お
念
仏
は
行
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
体
験
し
て
い

た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
次
の
段
階
で
、
先
ほ
ど
今
岡
先
生
が
お
話
し
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
念
仏
行
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
、
入
り
口
と
し

て
は
、
今
の
時
代
は
、
や
は
り
通
夜
、
葬
儀
と
い
う
よ
う
な
も
の
が

そ
う
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
大
切
に
し
て
行
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
本
当
は
お
念
仏
と
い
う
の
は
、
自
分
が
阿
弥

陀
さ
ま
に
救
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
お
称
え
す
る
と
い
う
の
が
第
一

義
な
ん
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
段
階
で
伝
え
て
い
く
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

何
は
と
も
あ
れ
、
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

を
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
そ
の
方
向
に
も
進
ん
で
い
か
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

関
西
の
日
下
部
謙
旨
先
生
が
、
自
分
は
お
通
夜
の
前
に
法
話
を
し

ま
す
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
お
通

夜
の
席
で
、
終
わ
っ
て
か
ら
も
法
話
を
し
ま
す
が
、
最
初
に
、
ほ
ん

の
数
分
、
浄
土
宗
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
教
え
で
あ
っ
て
、
お
念
仏

を
お
称
え
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
救
い
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
教

え
で
す
。
き
ょ
う
は
故
人
の
浄
土
往
生
の
た
め
に
皆
さ
ん
で
ご
一
緒

に
お
念
仏
を
お
称
え
し
ま
す
。
私
の
ほ
う
で
ご
一
緒
に
お
称
え
く
だ
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さ
い
と
か
、
同
称
十
念
と
言
っ
た
と
き
は
一
緒
に
お
称
え
く
だ
さ
い

と
い
う
よ
う
に
、
お
話
を
し
て
か
ら
や
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、（
前
を
向
い
て
い
る
か
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
が
）
葬

儀
屋
さ
ん
に
聞
く
と
、
大
体
、
９
割
ぐ
ら
い
の
方
は
、
念
仏
の
と
き

は
ち
ゃ
ん
と
お
称
え
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、

同
称
十
念
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
お
念
仏
と
い
う
行
、
そ

れ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
活
用
し
つ
つ
、
次
の
段
階
と
し
て
、
本
来

は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
、
第
一
義
的
に
は
、
凡
夫
で
あ
る
私

ど
も
を
救
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
自
分
の
往
生
を
願
っ
て
称
え
る

ん
で
す
よ
と
い
う
方
向
に
持
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を
心
が
け

て
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

先
ほ
ど
来
、
天
国
と
い
う
お
話
を
致
し
ま
し
た
が
、
や
は

り
行
く
先
と
い
う
の
が
極
め
て
不
確
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
が
天
国
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
私
ど
も
は
、
や
は
り
、
願
往
生
心
を
求
め
る
と
い
う
た

め
に
は
、
西
方
浄
土
が
あ
り
、
そ
こ
へ
行
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
絶

対
的
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
ね
。

　

ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
指
方
立
相
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

阿
弥
陀
経
に
説
か
れ
て
い
る
極
楽
世
界
を
、
そ
の
ま
ま
一
生
懸
命
私

た
ち
は
説
い
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
命
終
わ
っ
た
と
き

に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
西
方
極
楽
と
い
う
国
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
阿

弥
陀
さ
ま
が
現
在
説
法
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
か
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
う

ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
を
何
と
な
く
、
死
ね
ば
千
の
風
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
言
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
か
っ
て
法
曹
界
の
あ

る
方
は
、
人
は
死
ね
ば
ご
み
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
単
な
る
物
体

み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
私
ど
も
の
浄
土
宗

の
あ
り
が
た
い
と
こ
ろ
は
、
極
楽
を
説
け
る
、
西
方
極
楽
浄
土
を
説

け
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
は
じ
め
に
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
所
求
、
所
帰
、

こ
の
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
説
い
て
い
く
べ
き
だ
。
現
実
的
に
、
科
学

的
に
ど
う
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
は
抜
き
と
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
、
お
恥
ず
か
し
い
で
す
が
、
布
教
を
や
り
な
が
ら
灯
台
も
と
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暗
し
で
、
檀
家
の
者
が
お
念
仏
を
称
え
る
人
が
少
な
い
な
、
五
重
や

っ
た
時
は
増
え
た
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
た
か
な
、
世
代

が
か
わ
る
と
と
も
に
減
っ
て
き
た
な
と
思
っ
た
と
き
に
、
あ
る
日
こ

う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
す
よ
。

　
「
浄
土
宗
の
檀
家
で
あ
る
以
上
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
な
け
れ

ば
檀
家
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
い
る
以
上
は
、
ほ
か

の
と
こ
ろ
は
別
に
黙
っ
て
て
も
い
い
け
ど
も
、
私
が
南
無
阿
弥
陀
仏

と
称
え
た
と
き
は
、
一
緒
に
称
え
て
よ
、、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
う
ち

の
檀
家
じ
ゃ
な
い
！
」
と
、
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
お
念
仏
の
声
が
ふ

え
て
ま
い
り
ま
し
て
、
意
外
と
若
い
人
、
三
十
代
、
四
十
代
の
人
で

も
、
参
詣
に
来
た
と
き
に
、
大
き
な
声
で
お
念
仏
申
す
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
私
、
非
常
に
反
省
を
し
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
言
葉
を

変
え
て
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ま
ず
念
仏
為
先
、「
お
念
仏
を
称
え

て
下
さ
い
」
そ
れ
が
浄
土
宗
の
第
一
歩
で
す
と
い
う
こ
と
を
、
や
は

り
平
生
か
ら
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
お
宅
の
お
父
さ
ん
は
お
寺
参
り
に
も
来
な
い
。
念
仏
を
称
え
な

い
か
ら
ど
こ
へ
行
く
か
わ
か
ら
な
い
な
」
と
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
脅
迫

を
す
る
ん
で
す
。「
う
ん
、
家
に
帰
っ
た
な
ら
、
お
父
さ
ん
に
も
念

仏
称
え
る
よ
う
に
言
う
わ
ね
」
な
ん
て
奥
さ
ん
が
い
う
ぐ
ら
い
に
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
、
私
ど
も
は
か
た
く
な
に
念
仏
為
先
、
お
念
仏

を
称
え
る
と
い
う
こ
と
を
進
め
て
い
く
。

　

禅
勝
房
さ
ま
が
説
い
た
よ
う
に
、
み
ん
な
念
仏
の
癖
が
つ
け
ば
、

往
生
は
出
来
る
も
の
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
お
念
仏
を
称
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
日
々
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
く
先
も
し
っ

か
り
と
定
ま
る
し
、
さ
ら
に
信
仰
の
世
界
と
い
う
の
が
広
が
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

名
和　

先
ほ
ど
曽
根
研
究
員
、
松
岡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
具
体
的
な
極
楽
の
世
界
が
あ
り
、
そ
こ
に
亡
く
な
っ
た
方

が
行
か
れ
る
ん
だ
、
そ
し
て
、
こ
ち
ら
に
い
る
私
た
ち
と
無
関
係
な

存
在
で
は
な
い
ん
だ
、
さ
ら
に
、
私
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、

倶
会
一
処
と
い
う
ふ
う
に
、
同
じ
世
界
に
行
け
る
ん
だ
と
い
う
よ
う

な
明
確
な
世
界
観
と
い
う
の
が
、
特
に
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
願
往
生

心
と
い
う
も
の
に
、
結
び
つ
く
考
え
な
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
ス
ミ
ス
と
い
う
方
が
、『
現
代
日
本
の
祖
先
崇

拝
』
と
い
う
本
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
、
特
に
高
度
成

長
期
以
降
で
す
が
、
日
本
人
の
死
者
祭
祀
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ

る
先
祖
を
ま
つ
る
と
い
う
観
念
か
ら
、
自
分
に
近
い
死
者
を
追
憶
す

る
念
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
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て
お
り
ま
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
話
で
、
今
ま
で
の
先
祖
代
々
と
い
う

考
え
は
、
第
一
次
産
業
が
基
盤
と
な
っ
て
、
米
を
主
と
し
て
育
て
る
、

田
畑
が
自
分
に
相
続
さ
れ
て
い
く
、
ま
た
は
、
代
々
や
っ
て
き
た
家

業
が
自
分
に
継
い
で
回
っ
て
く
る
、
そ
う
い
う
感
覚
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
先
祖
代
々
を
大
切
に
す
る
。
そ
れ
こ
そ
、
自
分
に
つ
な
が
る
よ

う
な
血
筋
と
い
う
も
の
を
感
覚
と
し
て
持
っ
て
、
自
分
に
つ
な
が
る

存
在
に
対
し
て
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
る
わ

け
で
す
ね
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
産
業
構
造
が
変
化
す
る
中
に
あ
っ
て
、
人
は
ど

う
い
っ
た
存
在
と
し
て
死
者
を
想
定
し
て
祭
る
か
と
い
う
と
、
や
は

り
、
記
憶
に
あ
る
自
分
の
親
と
か
、
旦
那
と
か
、
あ
る
い
は
、
子
供

が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
子
供
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
近
し

い
死
者
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
特
に
強
い
祭
祀
の
気
持
ち
を
持
つ

と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

特
に
最
近
、
手
元
供
養
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
一
つ
の
ブ
ー
ム
に

な
っ
て
い
ま
す
。
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
を
祀
る
一
つ
の
方
法
で
、
亡
き
人
の
骨
の
一

部
を
小
分
け
に
し
て
仏
壇
に
置
い
た
り
と
か
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
に
し
て

ペ
ン
ダ
ン
ト
の
中
に
入
れ
て
自
分
の
身
に
付
け
た
り
と
か
、
あ
る
い

は
、
エ
タ
ー
ナ
ル
リ
ン
グ
と
い
う
商
品
名
が
つ
い
た
り
し
ま
す
が
、

骨
を
人
工
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
加
工
し
て
、
装
飾
品
と
し
て
自
分
の
体

の
一
部
に
つ
け
て
お
く
、
そ
う
い
っ
た
商
品
が
出
て
き
て
支
持
さ
れ

て
い
る
現
状
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
や
は
り
、
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
人
を
、
亡

く
な
っ
た
後
も
生
前
の
思
い
出
を
継
続
す
る
形
で
近
く
に
置
い
て
お

き
た
い
自
分
と
の
関
係
性
を
継
続
さ
せ
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
思
い

の
あ
ら
わ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
流
れ
を
見
て
み
る
と
、
や
は
り
、
亡
く
な
っ
た
後
、

抽
象
的
な
世
界
に
死
者
が
行
っ
て
、
抽
象
的
な
存
在
に
な
る
と
い
う

よ
う
な
世
界
観
よ
り
も
、
具
体
的
な
世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土
に
行
っ

て
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち
も
そ
こ
に
行
っ
て
ま
た
会
え
る
ん
だ
と
い

う
よ
う
な
、
非
常
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
や
す
い
極
楽
の
世

界
、
ま
た
、
倶
会
一
処
の
考
え
方
と
い
う
の
が
、
実
は
現
代
的
な
死

者
祭
祀
の
形
と
合
致
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は

個
人
的
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

曽
根　

す
み
ま
せ
ん
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
言
い
残
し
た
の
で
す
が
、

故
人
の
供
養
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
自
分
の
往
生
と
い
う
方
向
に
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
願
往
生
心
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
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に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

実
際
に
、
私
自
身
が
そ
う
で
す
が
、
現
在
、
こ
の
娑
婆
を
生
き
て

い
て
、
楽
し
い
こ
と
、
幸
せ
に
感
じ
る
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
実
際
に
、
自
分
で
、
今
の
幸
せ
が
ず
っ
と
続
い
て
ほ
し
い
な
と

思
う
瞬
間
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
娑
婆
は
、
結
局
そ
れ
が
ず
っ
と
継
続
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

　

そ
の
意
味
で
、
釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
娑

婆
世
界
と
い
う
の
は
、
四
苦
八
苦
の
世
界
で
あ
り
、
私
ど
も
は
そ
れ

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
娑
婆
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
と
い
う
か
、

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
お
浄
土
を
願
う
ん
で
す
よ
と
い
う
こ
と

を
説
く
。
楽
し
さ
、
幸
せ
さ
と
い
う
も
の
が
継
続
し
な
い
そ
の
先
に

四
苦
八
苦
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
説
く
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
今
、
名
和
研
究
員
が
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
同
じ
浄
土
に

往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
再
会
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

な
お
か
つ
、
こ
れ
は
法
然
上
人
が
『
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
』

の
中
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
浄
土
に
往
生
し
て
、
そ
し

て
、
と
も
に
仏
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
も
に
菩
薩
と
な

っ
て
、
自
利
、
利
他
の
仏
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
天
国
に
行
っ
て
ゆ
っ
く
り
休
む
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
極
楽
浄
土
に
と
も
に
往
生
し
た
後
は
、
こ
の
娑
婆

世
界
で
は
私
ど
も
は
凡
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
浄
土
に
お
い
て
菩

薩
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
自
利
、
利
他
の
実
践
を
行
う
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
お
浄
土
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
す
ば
ら
し
い
こ
と

が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
ま

た
説
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

今
の
曽
根
先
生
の
お
話
に
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
つ
け
加
え

て
、
来
迎
引
接
と
い
う
、
こ
の
命
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
阿
弥
陀
さ

ま
が
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
、
こ
ん
な
仏
さ
ま
は
い
な
い
ん

で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
さ
ま
は
、
覚
り
を
ひ
ら
い
て
仏
に
な
っ
て
く
だ
さ

い
と
は
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
を
、
こ
の
命
が
終
わ
っ
た
と
き
に

お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
仏
さ
ま
は
阿
弥
陀
さ
ま
だ
け
で
す
。

す
ば
ら
し
い
仏
さ
ま
な
ん
で
す
よ
と
、
強
く
言
う
よ
う
に
し
て
お
り

ま
す
。

　

今
岡　

３
名
の
パ
ネ
ラ
ー
の
皆
様
方
か
ら
、
非
常
に
力
強
い
お
話
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を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
願
往
生
心
、
念
仏
を
相
続
す
る
中

に
ち
ゃ
ん
と
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
理
論
づ

け
る
よ
う
な
お
話
も
い
っ
ぱ
い
で
き
る
ぞ
、
こ
う
い
う
お
話
で
あ
り

ま
し
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
今
の
状
態
が
あ
る
の
か
と
い
う
の
を
一
言
お
伺
い
し

た
い
の
で
す
が
。
だ
ん
だ
ん
テ
レ
ビ
討
論
み
た
い
に
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

松
岡　

最
初
に
お
話
し
た
よ
う
に
、
や
は
り
社
会
に
埋
没
し
て
き

て
、
私
ど
も
が
本
当
に
法
を
積
極
的
に
説
い
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

証
左
で
は
な
い
か
、
結
果
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

世
の
中
も
忙
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
私
た
ち
も
忙
し
く
な
っ
て

き
て
い
る
中
で
、
ど
う
し
て
も
檀
務
と
い
う
か
、
法
務
の
方
を
中
心

と
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
、
本
願
の
教
え
等
々
に
力
を
注
い
で

こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
お
参
り
を
し
て
も
ら
え
ば
何
と
か

な
る
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
本
来
は
、

ご
自
身
で
お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
来
迎
を

得
て
、
お
浄
土
に
行
く
ん
だ
よ
と
い
う
と
こ
ろ
を
力
説
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ア
フ
タ
ー
で
は
な
く
て
、
今
、
現
在
と
い

う
こ
と
を
や
は
り
説
い
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
謙
虚
に
私
た
ち
は
反
省
を
し
て
、
そ
し
て
、

八
百
年
以
降
、
そ
の
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

今
、
手
を
見
て
ふ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
腕
輪
念
珠
で
す
が
、
私
、

驚
く
の
は
、
結
構
普
及
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
し
か
も
、
若
い
方
々

に
。
そ
れ
は
単
な
る
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
の
か
わ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

意
外
と
お
檀
家
の
子
供
達
な
ん
か
で
も
腕
輪
念
珠
を
あ
げ
る
と
、
す

ご
く
喜
ぶ
し
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
守
り

で
も
あ
る
し
、
な
に
か
に
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
も

あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
を
も
う
一
つ
付
加
し
た
も
の
に
し
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

た
教
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
な
と
い
う
の
は
、
今
、
思
い
つ
い
た

も
の
で
す
か
ら
、
余
談
で
す
が
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
岡　

教
化
の
芽
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
曽
根

先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

曽
根　

こ
れ
は
前
、
浄
総
研
の
ほ
う
の
研
究
班
の
方
か
ら
、
葬
儀

屋
さ
ん
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
い
う
の
で
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
の
で
す
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が
、
葬
儀
屋
さ
ん
サ
イ
ド
か
ら
お
坊
さ
ん
に
対
す
る
不
満
と
し
て
、

全
く
法
話
を
し
な
い
で
帰
っ
て
し
ま
う
お
坊
さ
ん
が
い
る
と
い
う
の

が
一
つ
。

　

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
痛
烈
で
あ
っ
た
の
が
、
法
話
を
し
て
も
、
何

を
言
っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
聞
い
て
い
る
人
が
本
当
に
飽
き
て
嫌
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る

ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
己
満
足
の
世
界
で
延
々
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
よ
う
な
指
摘
が
、
実
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
書
い
て
あ

る
の
を
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
ど
も
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

本
当
に
明
確
に
浄
土
宗
の
教
え
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
説
い
て

き
て
い
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
も
う
一
回
き
ち
ん

と
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
通
夜
、
葬

儀
、
年
回
法
要
等
に
お
い
て
、
単
な
る
倫
理
的
な
、
道
徳
的
な
お
話

だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
反
省
で
す
ね
。

浄
土
宗
は
、
お
念
仏
、
阿
弥
陀
さ
ま
、
極
楽
浄
土
と
い
う
こ
と
を
き

ち
ん
と
説
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
私
自
身
が
自
分
で
体
験
し
た
こ
と
で
、

な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
前
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

を
研
究
し
て
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
と
き
に
、
そ
う
い
う
関
係
の
学

会
に
行
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
、
私
は
法
然
上
人
の
教
え
の
お
話
し
か
し
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
あ
る
お
医
者
さ
ま
が
、
終
わ
っ
て
か
ら
、
全
く
面
識
の

な
か
っ
た
方
で
す
が
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
、「
法
然
上
人
っ
て
い

い
こ
と
言
う
ね
」
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
来
迎
の
問

題
で
す
ね
。
来
迎
正
念
の
こ
と
を
、「
い
い
こ
と
言
う
ね
」
と
。

　

そ
し
て
、
そ
の
お
医
者
様
が
、「
お
れ
た
ち
は
、
は
っ
き
り
い
っ

て
、
法
然
上
人
の
教
え
と
か
、
知
ら
な
過
ぎ
る
ん
だ
よ
と
。
ど
こ
で

も
ち
ゃ
ん
と
教
わ
ら
な
い
し
、
聞
く
機
会
も
な
く
て
知
ら
な
い
ん
だ

よ
。
こ
れ
を
聞
い
た
ら
、
み
ん
な
、
法
然
上
人
っ
て
い
い
ね
っ
て
必

ず
言
う
と
思
う
よ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
、
宗
派
の
個
別
性
み
た
い
な
も
の
、
個
別
色

を
出
す
と
い
う
こ
と
を
、
お
檀
家
さ
ん
に
対
し
て
は
い
い
の
で
す
が
、

ほ
か
の
と
こ
ろ
で
は
、
す
ぐ
通
仏
教
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か

考
え
過
ぎ
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。

　

や
は
り
、
法
然
上
人
の
み
教
え
と
い
う
も
の
、
個
別
的
な
法
然
上

人
の
浄
土
宗
の
教
え
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
究
極
的
価
値
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
自
信
を
持
っ
て
、
変
に
こ
ち

ら
側
が
引
い
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
説
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
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と
も
大
切
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

名
和　

お
２
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
教
え
を
ち
ゃ
ん
と
伝

え
る
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ

大
切
な
こ
と
と
し
て
は
、
や
は
り
、
お
念
仏
を
称
え
る
機
会
と
い
う

も
の
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

正
確
な
名
称
は
失
念
し
ま
し
た
が
増
上
寺
布
教
師
さ
ん
の
ほ
う
で

念
仏
手
帳
を
つ
く
り
ま
し
た
よ
ね
。
あ
あ
い
っ
た
ツ
ー
ル
を
も
う
少

し
広
く
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
方
策
で
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

　

お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
た
事
例
を
１
つ
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
宗
の
宗
務
院
の
ほ
う
で
、『
元
気
な
寺
づ
く

り
読
本
』
と
い
う
本
を
去
年
出
し
た
ん
で
す
。

　

こ
れ
は
、
浄
土
宗
と
同
じ
よ
う
に
、
お
題
目
を
称
え
る
人
が
な
か

な
か
増
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
り
、
過
疎
の
問
題
と

か
、
い
ろ
い
ろ
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
宗
と

し
て
ど
う
い
っ
た
具
体
的
な
方
策
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
を
各

お
寺
か
ら
吸
い
上
げ
て
、
各
寺
院
に
情
報
を
共
有
す
る
た
め
に
本
に

し
た
の
で
す
。

　

こ
の
中
に
載
っ
て
い
る
一
つ
の
方
法
で
す
が
、
檀
信
徒
の
方
に
、

い
か
に
常
時
、
お
題
目
を
称
え
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
こ
と
の
一
つ

の
ツ
ー
ル
で
す
。
発
想
は
増
上
寺
布
教
師
会
さ
ん
が
つ
く
っ
た
よ
う

な
も
の
と
同
じ
で
す
が
、「
１
日
何
回
お
称
え
を
し
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
目
標
設
定
を
し
て
、
お
題
目
ノ
ー
ト
み
た
い
な
ノ
ー
ト
を
檀
家

の
人
に
配
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
日
は
ノ
ル
マ
を
達
成
し
た
か
ど
う

か
の
チ
ェ
ッ
ク
す
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
合
計
何
回
か
称
え
た
ら
菩
提
寺
に
行
っ
て
、
こ
こ
か
ら

が
み
そ
な
の
で
す
が
、
ノ
ル
マ
を
達
成
し
た
ら
、
例
え
ば
、
こ
の
場

合
で
は
、
10
万
遍
ご
と
に
菩
提
寺
さ
ん
か
ら
判
こ
を
押
し
て
も
ら
っ

た
、
散
華
が
も
ら
え
る
ん
で
す
。
10
万
遍
記
念
み
た
い
な
形
で
、
そ

れ
を
貯
金
と
し
て
た
め
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
つ
や
る
気
に

つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
続
き
が
あ
っ
て
、
10
万
遍
ご
と
も
ら
っ
た
散
華

を
、
今
度
、
自
分
の
お
葬
式
の
と
き
に
貯
金
と
し
て
一
緒
に
棺
桶
に

入
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
勧
め
る
ん
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、

近
し
い
人
が
亡
く
な
っ
た
り
、
連
れ
合
い
が
亡
く
な
っ
た
り
、
お
友

達
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
自
分
が
積
ん
だ
お
題
目
の
功
徳
を
分

け
る
と
い
う
意
味
で
、
棺
の
中
に
散
華
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
勧

め
て
い
る
ん
で
す
ね
。
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こ
う
い
っ
た
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ

プ
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
工
夫
し
て
や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
岡　

裏
を
返
せ
ば
、
工
夫
が
足
り
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ど
う
ぞ
。

　

松
岡　

い
ま
一
つ
。「
開
か
れ
た
お
寺
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
か
、

そ
の
他
の
関
係
上
、
い
つ
も
か
ぎ
が
か
か
っ
て
い
て
、
住
職
を
訪
ね

る
と
か
、
あ
る
い
は
、
お
て
ら
を
訪
ね
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な

い
よ
う
な
寺
院
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
管
理
の
問
題
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
簡
単
に
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
心
ま
で
閉
じ
て
い
る
と
い
う
ん
で
す
か
、
法
務
で
な
け

れ
ば
余
り
接
触
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
も
う
少
し
「
開
か
れ

た
お
寺
」
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
こ
そ
共
生
堂
の
運
動
が
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
や
っ
て
皆
様
方
に
お
寺
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を

つ
く
る
場
を
求
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
切
に
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
、
今
回
の
震
災
で
も
そ
う
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い

う
方
法
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
も
っ
と
言
え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
以

上
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
ど
な
た
に
も
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の

こ
と
が
本
来
、
わ
れ
わ
れ
宗
教
者
に
は
で
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

後
に
は
、
無
縁
に
な
ら
れ
る
よ
う
な
故
人
を
供
養
さ
れ
て
い
る
。

青
年
会
な
ど
が
供
養
さ
れ
て
い
る
。
お
坊
さ
ん
に
し
か
で
き
な
い
よ

う
な
活
動
も
社
会
の
中
で
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
、
我
々
は
も
う
少
し
ウ
イ
ン
グ
を
広
げ
て
と
い
う
か
、
か
っ
て

寺
院
は
そ
う
い
っ
た
役
割
も
持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
ど
う
し
て

も
死
後
の
追
善
供
養
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
生
活
の

中
で
何
を
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
、
旧
来
の
こ
と
を
掘
り
出
し

て
い
く
と
同
時
に
、
い
ま
の
時
代
で
僧
侶
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
ま
で
積
極
的
に
進
ん
で
い
く
。

　

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
い
う
か
、
臨
終
行
儀
を
進
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
も
、
一
朝
一
夕
に
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
長
く
辛
抱
強
く
や
っ
て

い
く
と
。
や
が
て
命
終
わ
る
と
き
に
、
終
わ
っ
て
か
ら
、
葬
儀
屋
さ

ん
の
次
に
私
た
ち
が
行
く
の
で
は
な
い
、
私
た
ち
が
一
番
先
に
駆
け

つ
け
て
い
く
、
ま
さ
に
今
息
を
引
き
取
る
と
き
に
、
お
念
仏
を
称
え

ら
れ
る
臨
終
行
儀
が
ど
ん
ど
ん
ふ
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
私
ど
も

の
本
来
の
進
む
道
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
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今
岡　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
「
法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）」
と
い
う
題
を
ち

ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、
ど
う
や
っ
て
進
め
よ
う
か
な
と
い
う
よ

う
に
思
っ
て
、
今
日
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
、
最
初
に
考
え
た
と
き
に
、
や
は
り
教
団
も
、
寺
院
も
、
僧
侶

も
、
環
境
的
に
見
る
と
、
危
機
的
な
状
況
に
実
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
危
機
的
な
状
況
の
と
き
に
、
対
応
策
と
い
う

の
は
、
実
は
２
つ
あ
る
の
だ
と
。

　

一
つ
は
、
コ
ア
で
す
ね
。
浄
土
宗
の
コ
ア
、
お
念
仏
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
コ
ア
を
支
え
る
い
ろ
い
ろ
な
活
動
、
例
え
ば
、
五
重

相
伝
で
す
と
か
。
要
す
る
に
、
篤
信
の
信
者
さ
ん
を
、
純
粋
な
エ
リ

ー
ト
を
養
成
し
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
。

　

も
う
一
つ
は
、
間
口
を
広
げ
て
、
多
く
の
人
に
教
え
を
知
ら
し
め

て
い
く
と
い
う
方
法
と
、
２
つ
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

ふ
う
に
思
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

通
常
、
こ
う
い
う
危
機
に
な
り
ま
す
と
、
皆
さ
ん
方
、
一
致
し
て

賛
成
す
る
と
こ
ろ
は
、
コ
ア
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
は
正
統
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。
正
統
論
を
言
っ
て
い
る
と
、

反
論
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
教
団
の
中
で
は
、
あ
あ
、

そ
れ
で
い
い
ね
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
不
活
発
さ
が
増

し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を
持
ち
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
最
後
の
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
へ
の
テ
ス
ト
み
た
い
な
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
集
中
し
て
コ
ア
を
攻
め
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
今
後
の
浄
土
宗
と
し
て
は
、
周
辺
、
末
端
、
要
す
る
に
、

信
者
さ
ん
、
信
じ
て
く
れ
る
人
、
お
念
仏
す
る
人
を
拡
大
し
て
い
く

と
い
う
方
向
に
進
む
べ
き
な
の
か
。
多
分
、
お
答
え
は
私
、
わ
か
っ

て
い
て
、
両
方
や
る
べ
き
だ
と
い
う
お
答
え
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
重
点
の
置
き
方
と
い
う
の
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
の

重
点
の
置
き
方
に
つ
い
て
、
最
後
一
言
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

ご
意
見
を
賜
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

松
岡　

内
に
檀
信
徒
の
教
化
を
し
て
い
く
と
同
時
に
、
対
社
会
的

に
広
く
浄
土
宗
の
教
え
を
広
め
て
い
く
こ
と
が
結
論
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
浄
土
宗
を
再
生
し
て
い
く
と
い
う
か
、
本
来
の
姿
に
導
い

て
い
く
、
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ど
ち
ら
も
不
可
欠
な
も
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
な
り
に
一
つ
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
地
方
の
過
疎
、
過

密
と
い
う
の
が
大
き
く
偏
り
を
見
せ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま

し
た
と
お
り
、
私
は
離
島
の
小
さ
な
町
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

　

四
十
年
そ
こ
で
住
職
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
当
初
か
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ら
比
べ
ま
す
と
人
口
は
半
数
に
な
り
ま
し
た
。
檀
家
数
は
、
分
家
筋

が
ふ
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
あ
ま
り
増
減
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、
高
齢
世
帯
、
独
居
世
帯
が
増
加
し
て
近
年
は
減
少
の
一
途
で

あ
り
ま
す
。

　

よ
く
、
近
隣
の
お
寺
さ
ん
に
も
話
す
の
で
す
が
、
こ
れ
は
サ
バ
イ

バ
ル
ゲ
ー
ム
だ
ぞ
、
生
き
残
っ
た
も
の
が
離
散
し
た
も
の
を
吸
収
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
寺
院
を
強
化
し

て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
外
の
人
か
ら
み
て
、
あ
あ
、
あ
の
お
寺

は
い
い
な
、
こ
っ
ち
の
お
寺
は
つ
ぶ
れ
た
け
れ
ど
も
、
な
く
な
っ
た

け
れ
ど
も
、
ど
う
せ
行
く
な
ら
あ
の
お
寺
に
入
り
た
い
と
思
う
よ
う

な
。

　

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
教
師
の
資
質
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
檀
信
徒
の

結
束
力
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
、
あ
そ
こ
は
熱
心
だ
ぞ
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
。
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
で
、
ま
た
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

に
は
、
だ
れ
も
入
っ
て
こ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
、
私
が
考
え
て
い
る
の
は
、
コ
ア
の
結

束
力
を
深
め
て
、
そ
れ
に
ど
ん
ど
ん
浮
遊
し
て
い
た
も
の
を
巻
き
込

ん
で
い
く
と
い
う
、
遠
心
力
み
た
い
な
も
の
を
生
か
し
て
い
き
た
い

な
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

曽
根　

ま
ず
内
向
き
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
お
話

を
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
へ
の
教
化
と
い

う
も
の
も
大
切
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
や
は
り
浄
土
宗
の
僧
侶
と

し
て
、
き
ち
ん
と
教
え
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
回
考
え

な
い
と
い
け
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
今
年
、
講
習
会
で
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
あ
る
方

か
ら
の
批
判
で
す
。
宗
学
者
は
そ
ん
な
古
い
こ
と
を
言
っ
て
る
か
ら

だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
、
ご
意
見
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
法
然
上
人
の

教
え
は
今
の
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
そ
う
な
ん
で
す
か
と
聞
き
ま
し

た
ら
、
そ
の
方
が
、
お
念
仏
を
称
え
る
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
は
正
直
申
し
ま
し
て
、「
じ
ゃ
あ
浄
土
宗
を
や
め
た
ほ
う
が
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
っ
て
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す

ね
。
で
も
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
正
論
で
あ
る
か
の
ご
と
く
批
判
を
さ

れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
浄
土
宗
の
僧
侶
側
が
ま
ず
、
き
ち
ん
と
教
え
を
捉
え

て
行
く
。
そ
し
て
、
何
回
も
申
し
上
げ
て
い
ま
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
選
択
に
対
し
て
、
凡
夫
の
思
慮
分
別
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
の

で
す
。
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そ
こ
を
き
ち
ん
と
し
て
、
ま
ず
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
ち
ゃ
ん
と
伝

え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
住
職
が
、
お

念
仏
が
今
の
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
れ
ば
、
檀
信

徒
の
皆
さ
ん
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
は

き
ち
ん
と
押
さ
え
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
や
は
り
お
念
仏
行
と
い
う
も
の
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
。

私
は
、
敷
居
を
高
く
す
る
の
は
反
対
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
例
え
ば
、

長
時
間
お
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
さ
れ
て
嫌
に
な
っ
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
極
端
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、

２
～
30
分
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
体

験
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
実
際
に

し
て
い
た
だ
か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
い
う
の
は
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

私
自
身
凡
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
偉
そ
う
な
こ
と
を
申
し
上
げ

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
お
念
仏
の
場
合
は
、
実
際
に
称
え
て
い
た
だ
か
な

い
と
、
わ
か
ら
な
い
も
の
と
い
う
の
は
や
は
り
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
外
向
き
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
言
い
ま
す

な
ら
ば
、
今
後
、
私
た
ち
は
も
う
少
し
外
に
向
か
っ
て
、
法
然
上
人

の
教
え
と
い
う
も
の
を
堂
々
と
説
い
て
い
く
。
例
え
ば
、
布
教
と
い

う
こ
と
で
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
檀
信
徒
の
方
と
い
う
ふ
う
に
限
定
し

な
い
で
、
だ
れ
も
が
入
っ
て
こ
れ
る
よ
う
な
形
と
い
う
の
を
も
っ
と

も
っ
と
模
索
し
て
い
く
。

　

先
ほ
ど
お
医
者
様
の
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
私
は
、
法
然
上

人
の
教
え
と
い
う
の
は
、
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
１
０
０
％
と
は

申
し
ま
せ
ん
が
、
何
て
す
ば
ら
し
い
の
だ
ろ
う
、
何
て
や
さ
し
い
ん

だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
く
だ
さ
る
方
は
か
な
り
多
い
と
思
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
檀
信
徒
に
限
定
す
る
こ
と

な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
場
づ

く
り
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

名
和　

先
ほ
ど
、
今
岡
研
究
員
が
、
コ
ア
な
人
を
育
て
る
か
、
そ

れ
と
も
、
広
く
教
え
を
訴
え
る
べ
き
か
と
尋
ね
た
う
え
で
、「
当
然
、

両
方
だ
ろ
う
」
と
答
え
る
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
私
も
あ
え
て
「
両
方
だ
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
笑
）。

　

な
ぜ
あ
え
て
そ
う
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
か
と
い
う
と
、
当
然
、
昨

日
か
ら
の
流
れ
で
い
う
と
、
今
の
社
会
的
な
変
動
の
中
に
お
い
て
は
、

黙
っ
て
い
れ
ば
檀
家
は
減
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
中
で
、
い
か
に
檀
家
以
外
の
周
辺
の
人
を
寺
院
を
サ
ポ
ー
ト
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し
て
く
れ
る
人
と
し
て
巻
き
込
む
か
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
重
要
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
周
り
の
人
を
う
ま
く
巻
き
込
む
た
め
に
は
、
何
が
重
要
か

と
い
う
と
、
そ
の
お
寺
が
う
ま
く
活
動
で
き
る
、
ま
た
、
外
部
発
信

と
い
う
も
の
を
含
め
て
、
自
分
た
ち
も
主
体
的
に
関
わ
れ
る
の
だ
な

と
思
え
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
で
き
る
、
そ
う
思
え
る
た
め
に
は
、

や
は
り
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
て
、
コ
ア
に
な
る
人
々
が
中
心
と
な
っ

て
活
動
を
展
開
し
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
運
営
上
、
長
く
続
か
な
い

と
思
う
の
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
や
は
り
「
両
方
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
だ

と
思
う
の
で
す
。

　

今
岡　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
終
了
の

時
間
に
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
パ

ネ
ラ
ー
の
先
生
が
優
秀
な
パ
ネ
ラ
ー
３
名
様
に
お
願
い
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
の
で
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
何
も
す
る
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
せ
ん
で
、
余
り
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
い
う
指
示
を
し
ま
せ
ん
で
、

す
ば
ら
し
い
お
話
を
聞
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
寺
院
、
僧
侶
、
浄
土
宗
と
い
う
教
団
を
取
り
巻
く
環
境
は
非

常
に
厳
し
い
も
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
う
ご
指
摘
に
対
し
て
、
私
た

ち
は
一
体
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
パ
ネ
ラ
ー
の
先

生
方
か
ら
意
見
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

全
部
う
ま
く
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
あ
る
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
き
ょ
う
の
議
論
を

皆
さ
ん
お
聞
き
い
た
だ
い
た
上
で
、
皆
さ
ん
方
の
日
々
の
こ
れ
か
ら

の
活
動
の
一
助
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
に
し
た

い
と
考
え
ま
す
。
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
に
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。（
拍
手
）

　

司
会　

先
生
方
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
熱
心
か
つ
充
実
し

た
ご
発
表
、
ご
討
議
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
ま
こ
と
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
こ
れ
で
終
了

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
最
後
に
ご
一
緒
に
お
十

念
を
称
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。（
同
称
十
念
）

�

（
了
）
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一
、
問
題
の
所
在

　
法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
は
、
建
久
五
年
（
一

一
九
四
年
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
著
書
『
逆
修
説
法
』
の
中
で
、
阿

弥
陀
仏
の
様
々
な
功
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
内
六
七
日

に
お
い
て１

、

①
名
號
功
徳
一
切
諸
佛
皆
有
二
種
名
號
。
謂
通
號
別
號
也
。
別

號
者
、
藥
師
瑠
璃
光
阿
閦
釋
迦
牟
尼
申
是
別
號
也
。
念
佛
准
之

可
知
。
阿
彌
陀
佛
有
通
號
別
號
。
阿
彌
陀
者
別
號
也
。
此
云
無

量
壽
無
量
光
。
此
別
號
功
徳
前
々
奉
釋
候
。
通
號
者
云
佛
是
也
。

一
切
諸
佛
皆
具
此
名
一
佛
無
替
。
佛
者
具
云
佛
陀
、
此
翻
云
覺

者
。
付
之
有
三
意
。（
略
）

②
往
生
要
集
對
治
懈
怠
中
擧
二
十
種
功
徳
第
二
、
讃
名
號
功
徳
、

引
維
摩
經
云
。
諸
佛
色
身
威
相
種
姓
戒
定
智
惠
解
脱
知
見
力
無

所
畏
不
共
之
法
大
慈
大
悲
威
儀
所
行
及
其
壽
命
、
説
法
、
教
化
、

成
就
衆
生
、
淨
佛
國
土
、
具
諸
佛
法
悉
皆
同
等
。
是
故
名
爲
三

藐
三
佛
、（
略
）

③
又
西
方
要
決
云
。
諸
佛
願
行
成
此
果
名
。
但
能
念
號
具
包
衆

徳
、
故
成
大
善
。
已
上
。
是
通
號
功
徳
成
大
善
也
。
然
永
觀
律

師
十
因
釋
阿
彌
陀
三
字
之
處
、
引
此
文
釋
成
別
號
功
徳
大
善
樣

者
、
僻
事
也
。
申
南
無
阿
彌
陀
佛
功
徳
殊
勝
者
、
通
號
之
佛
云

一
字
之
故
也
。
云
阿
彌
陀
之
名
號
目
出
貴
、
彼
佛
之
名
號
故
也
。

然
阿
彌
陀
三
字
付
名
給
故
、
功
徳
殊
勝
佛
坐
樣
申
人
候
。
其
僻

事
候
也
。

と
あ
り
、「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
四
字
の
名
号
に
つ
い
て
自
説
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
説
示
の
特
徴
と
し
て
、

①
阿
弥
陀
仏
を
「
阿
弥
陀
」
の
別
号
と
「
仏
」
の
通
号
に
分
け
て
説

き
、
そ
の
内
「
阿
弥
陀
」
と
は
無
量
寿
・
無
量
光
と
い
う
意
で
あ
り
、

『
逆
修
説
法
』
六
七
日
所
説
の
名
号
観
に
つ
い
て

安
孫
子　

稔　

章
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「
仏
」
と
は
覚
者
と
い
う
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

②
『
往
生
要
集
』
を
典
拠
と
し
て
、
仏
の
持
つ
功
徳
に
つ
い
て
説
き
、

そ
れ
ら
の
功
徳
は
あ
ら
ゆ
る
仏
が
同
等
に
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

③
『
西
方
要
決
』
を
典
拠
と
し
て
、
名
号
の
内
、「
仏
」
と
い
う
通

号
の
功
徳
こ
そ
が
大
い
な
る
善
業
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
と
説
き
、

よ
っ
て
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号
が
勝
れ
て
い
る
の
も
「
仏
」
と

い
う
通
号
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
し
、「
阿
弥
陀
」
と
い
う
別

号
こ
そ
が
勝
れ
て
い
る
と
す
る
永
観
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。

と
い
う
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
丸
数
字
は
引
用

中
の
傍
線
部
と
対
応
）。

　
本
論
で
は
、
こ
の
『
逆
修
説
法
』
説
示
か
ら
、
法
然
が
「
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
名
号
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
認

し
、
ま
た
そ
れ
は
他
師
の
名
号
観
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
法
然
教
学
上
の
意
味
を
考
察
し
て
い
き

た
い
。

二
、
先
行
研
究
の
整
理

　
法
然
の
名
号
観
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
香
月
乗
光

氏２

が
、
法
然
の
称
名
勝
行
説
の
根
拠
と
し
て
『
選
択
集
』
に
説
か
れ

る
名
号
万
徳
所
帰
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で
、
源
信
『
往
生
要

集
』
を
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
と
し
、
法
然
の
説
は
こ
れ
を
素
材
と

し
て
取
り
入
れ
な
が
ら
更
に
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ

け
、
ま
た
『
勧
心
略
要
集
』
及
び
『
正
修
観
記３

』
を
引
用
し
て
、

「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
空
仮
中
の
三
諦
を
当
て
一
切
法
を
摂
尽
す
る

と
す
る
い
わ
ゆ
る
阿
弥
陀
三
諦
説
と
法
然
の
説
示
と
の
間
に
関
連
性

を
見
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
お
い
て
法
然
が
名
号
に
さ
ま
ざ
ま
な
仏
の

功
徳
を
説
く
教
説
は
、
あ
く
ま
で
も
「
仏
」
の
通
号
に
つ
い
て
述
べ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う

な
論
理
展
開
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
深
貝
慈
孝
氏４

は
、
法
然
の
名
号
万
徳
所
帰
論
に
つ
い
て
、
香
月
氏

の
説
く
よ
う
に
源
信
『
往
生
要
集
』
よ
り
導
か
れ
た
と
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
よ
う
な

「
阿
弥
陀
」
の
別
号
で
は
な
く
「
仏
」
の
通
号
が
名
号
の
功
徳
を
包

む
当
体
で
あ
る
と
す
る
法
然
の
名
号
観
形
成
の
上
で
、
基
『
西
方
要

決
』
こ
そ
が
そ
の
依
拠
と
も
な
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

見
て
い
る
。
氏
は
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
は
あ
く
ま
で
も
無
量
寿
・

無
量
光
と
い
う
阿
弥
陀
仏
所
具
の
功
徳
を
代
表
す
る
二
功
徳
で
あ
っ

て
、
こ
の
中
に
阿
弥
陀
仏
一
仏
の
万
徳
が
包
摂
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
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い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
、
で
は
な
ぜ
法
然

は
「
仏
」
の
通
号
こ
そ
が
万
徳
所
帰
で
あ
る
と
し
、「
阿
弥
陀
」
の

別
号
に
万
徳
の
包
摂
を
見
る
説
を
明
確
に
否
定
し
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
詳
し
い
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
曽
根
宣
雄
氏５

は
、『
選
択
集
』
第
三
章６

の
説
示
よ
り
、
法
然
の
説

く
万
徳
所
帰
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
上
に
具
足
さ
れ
た
す
べ
て
の

功
徳
が
名
号
に
摂
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
万
徳
と
は
文
字
通
り
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の

内
証
・
外
用
に
限
定
さ
れ
た
論
で
あ
る
と
明
言
し
、
源
信
及
び
永
観

の
名
号
観
は
、
名
号
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
含
む
と
し
て
い
る
点

に
お
い
て
法
然
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
の
論
説

は
、
万
徳
所
帰
論
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
阿
弥
陀
仏
の
内
証
・
外
用

に
限
定
す
る
こ
と
で
法
然
の
相
対
的
二
元
論
へ
と
意
味
づ
け
、
そ
の

名
号
観
に
論
理
性
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
先
行
研
究
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
然
の
名
号
観

に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、『
選
択
集
』
所
説
の
名
号
万
徳
所
帰
論

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
点
が
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
法
然
は
『
選
択
集
』
に
お
い
て
は
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

名
号
を
ど
う
見
る
か
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
名
号
観
に
つ
い
て
は
触
れ

て
お
ら
ず
、
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
と
い
う
実
践
論
の

中
で
万
徳
所
帰
論
を
述
べ
て
い
る
。
事
実
、『
選
択
集
』
で
こ
の
部

分
以
外
に
も
「
名
号
」
の
語
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
実
践
行
と
し
て
の
念
仏
を
意
味
す
る
文
脈
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、『
選
択
集
』
所
説
の
万
徳
所
帰
論
と
は
、「
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
名
号
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
功
徳
が
込
め
ら
れ
て
い
る

か
と
い
っ
た
事
柄
は
問
題
と
せ
ず
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る

こ
と
で
阿
弥
陀
仏
の
内
証
・
外
用
の
功
徳
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
多
分
に
実
践
論
的
な
教
説
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
『
逆
修
説
法
』
で
は
、『
選
択
集
』
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
実
践
論
的
な
万
徳
所
帰
論
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

こ
こ
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
法
然
の
名
号
観
す
な
わ
ち
「
阿
弥
陀
」

の
別
号
は
た
だ
無
量
寿
・
無
量
光
を
指
し
、「
仏
」
の
別
号
が
す
べ

て
の
仏
に
通
じ
る
諸
功
徳
を
指
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、『
選
択

集
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
に
見
た

永
観
の
名
号
観
へ
の
明
確
な
否
定
か
ら
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。三

、
永
観
の
名
号
観
と
の
対
比

　
そ
れ
で
は
、
法
然
が
明
確
に
否
定
し
た
永
観
の
名
号
観
と
は
ど
の
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よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
永
観
は
『
往
生
拾
因７

』
の
中

で
、

故
知
彌
陀
名
號
之
中
即
彼
如
來
從
初
發
心
乃
至
佛
果
所
有
一
切

萬
行
萬
徳
皆
悉
具
足
無
有
缺
減
、
非
唯
彌
陀
一
佛
功
徳
、
亦
攝

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

十
方
諸
佛
功
徳
、
以
一
切
如
來
不
離
阿
字
故
。
因
此
念
佛
者
諸

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

佛
所
護
念
。
此
佛
號
文
字
雖
少
具
足
衆
徳
。

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
如
如
意
珠
形
體
雖

少
雨
無
量
財
。
何
況
四
十
二
字
功
徳
圓
融
無
礙
。
一
字
各
攝
諸

字
功
徳
。
阿
彌
陀
名
如
是
。
無
量
不
可
思
議
功
徳
合
成
。

と
述
べ
て
い
る
。
法
然
は
こ
の
永
観
の
説
に
対
し
て
、
先
の
『
逆
修

説
法
』
六
七
日
の
引
用
部
③
に
見
た
よ
う
に
、
別
号
の
功
徳
が
大
善

根
で
あ
る
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
明
確
に
否
定
し
て
い
る
の
は
傍
線
部
「
阿
弥
陀
の
名
も
是
の

如
し
。
無
量
不
可
思
議
の
功
徳
を
以
て
合
成
せ
り
。」
の
部
分
で
あ

ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
永
観
が
こ
の
前
に
波
線
部
「
唯

だ
弥
陀
一
仏
の
み
に
非
ず
。
亦
た
十
方
諸
仏
の
功
徳
を
摂
す
。
一
切

の
如
来
は
阿
字
を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
此
に
因
り
て
、
念
仏
の

者
は
諸
仏
に
護
念
せ
ら
る
。
今
此
の
仏
号
は
文
字
少
な
し
と
雖
も
衆

徳
を
具
足
す
」
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
衆
徳
」

に
つ
い
て
、
曽
根
氏
の
論
説
で
は
こ
れ
を
文
字
通
り
の
「
あ
ら
ゆ
る

功
徳
」
を
指
す
も
の
と
し
、
こ
こ
を
も
っ
て
法
然
の
相
対
的
二
元
論

に
基
づ
く
名
号
観
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
一
元
論
的
名
号
観
で
あ
る

と
見
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
『
逆
修
説

法
』
六
七
日
説
示
に
お
い
て
法
然
は
、
こ
の
波
線
部
説
示
に
は
全
く

触
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
が
無
量
不
可
思
議
功

徳
を
合
成
す
る
と
い
う
傍
線
部
説
示
を
否
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
つ

ま
り
、『
逆
修
説
法
』
時
点
の
法
然
の
名
号
観
と
し
て
は
、
名
号
の

中
に
十
方
諸
仏
と
同
等
の
功
徳
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
こ
と
は
特
に

問
題
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
法
然
が
こ
こ
で
ま
ず
も
っ
て
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、

「
阿
弥
陀
」
の
別
号
に
一
切
法
が
内
包
さ
れ
る
と
見
る
阿
弥
陀
三
諦

説
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
密
教
的
浄
土
教
観
の
否
定
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
諸
師
が
名
号
に
見
る
「
衆
徳
」
に
つ
い
て
は
明
確
に
否
定

す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
主
体
を
「
阿
弥
陀
」
の
別
号
か
ら

「
仏
」
の
通
号
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
三
諦
説
か
ら
の
脱

却
に
見
事
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
、『
逆
修
説
法
』
所
説
の
名
号
観

　
こ
こ
ま
で
の
先
行
研
究
の
整
理
、
お
よ
び
永
観
に
代
表
さ
れ
る
法

然
当
時
の
浄
土
教
他
師
の
名
号
観
を
踏
ま
え
、『
逆
修
説
法
』
六
七
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日
に
説
か
れ
る
法
然
の
名
号
観
に
つ
い
て
改
め
て
詳
し
く
見
て
い
き

た
い
。

　
ま
ず
、『
逆
修
説
法
』
の
説
示
構
成
の
特
徴
と
し
て
、
初
七
日
か

ら
六
七
日
に
至
る
ま
で
の
各
七
日
の
説
示
に
お
い
て
、
前
半
の
仏
功

徳
讃
嘆
と
後
半
の
経
功
徳
讃
嘆
と
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
注
目
す
る
名
号
に
つ
い
て
の
説
示
は
、

『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
法
然
の
最
後
の
講
義
で
あ
る
六
七
日
の
前

半
の
仏
功
徳
讃
嘆
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容

に
つ
い
て
は
先
に
引
用
し
た
通
り
で
あ
り
、
先
の
引
用
部
③
の
後
は
、

す
ぐ
に
「
次
に
観
無
量
寿
経
と
は
」
と
あ
り
、『
観
経
』
の
経
功
徳

讃
嘆
へ
と
移
っ
て
い
く
。

　
た
だ
し
、
先
の
引
用
の
前
、
す
な
わ
ち
六
七
日
の
冒
頭
部
分８

に
は
、

佛
功
徳
前
々
毎
七
日
悉
奉
讃
嘆
事
候
、
必
不
申
前
申
事
。
可
思

別
之
徳
珍
奉
讃
事
不
候
、
讃
嘆
同
事
功
徳
増
事
候
、
猶
可
奉
釋

名
號
功
徳
。
相
好
功
徳
佛
六
根
、
凡
夫
六
根
、
眼
耳
鼻
舌
身
意

同
物
也
。
但
佛
六
根
勝
、
凡
夫
六
根
劣
許
也
。
名
號
功
徳
一
切

諸
佛
皆
有
二
種
名
號
。
謂
通
號
別
號
也
。
別
號
者
、
藥
師
瑠
璃

光
阿
閦
釋
迦
牟
尼
申
是
別
號
也
。
念
佛
准
之
可
知

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
。
阿
彌
陀
佛

有
通
號
別
號
。
阿
彌
陀
者
別
號
也
。
此
云
無
量
壽
無
量
光
。
此

別
號
功
徳
前
々
奉
釋
候
。

と
あ
り
、
仏
の
功
徳
に
つ
い
て
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る

が
、
繰
り
返
し
讃
嘆
す
れ
ば
功
徳
も
増
す
の
で
、
や
は
り
名
号
の
功

徳
に
つ
い
て
解
釈
す
る
と
し
、
こ
こ
か
ら
名
号
の
功
徳
に
つ
い
て
の

解
釈
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
初
め
に
法
然
は
な
ぜ
か
傍
線
部

「
相
好
の
功
徳
は
仏
の
六
根
も
凡
夫
の
六
根
も
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
は

同
じ
物
な
り
。
但
し
仏
の
六
根
は
勝
れ
、
凡
夫
の
六
根
は
劣
る
許
り

な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
名
号
の
功
徳
の
解
釈
と
し
て

は
や
や
不
自
然
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
違
和
感
が
あ
る
。
そ

の
違
和
感
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
読
み
進
め
て
い
く
と
、

す
ぐ
後
に
波
線
部
「
念
仏
も
之
に
准
じ
て
知
る
べ
し
」
と
あ
り
、
先

の
傍
線
部
の
一
節
は
こ
の
波
線
部
の
「
之
」
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
仏
の
名
と
し
て
薬
師
や
瑠
璃
光
や
阿
閦

な
ど
と
あ
る
の
は
凡
夫
の
名
と
し
て
鈴
木
や
佐
藤
な
ど
と
あ
る
の
と

同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
仏
の
名
は
勝
れ
て
お
り
凡
夫
の
名
は
劣
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
の
名
号
の
う
ち
別
号
の
部
分

は
、
た
だ
そ
の
仏
の
特
徴
を
示
す
名
前
の
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
確
か
に
仏
と
し
て
の
功
徳
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
そ
れ
だ
け

で
は
顕
現
さ
れ
ず
、
ま
さ
に
鈴
木
や
佐
藤
と
い
っ
た
凡
夫
の
名
前
と

な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
仏
」
と
い
う

通
号
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
名
号
と
し
て
の
功
徳
を
発
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揮
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
を
法
然
は
こ
の
一
節
に
よ
っ
て
強
調
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
で
は
阿
弥
陀
仏
の
別
号
で
あ
る
「
阿
弥
陀
」
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

点
線
部
「
此
の
別
号
の
功
徳
は
前
々
に
釈
し
奉
り
候
き
」
と
あ
る
よ

う
に
、
三
七
日
に
お
い
て
無
量
寿
・
無
量
光
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
で
は
三
七
日
の
説
示
に
つ
い
て

見
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
に
、
別
号
の
解

釈
と
通
号
の
解
釈
を
あ
え
て
離
し
て
別
の
部
分
で
施
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
法
然
が
「
仏
」
の
通
号
に
こ
そ
名
号
の
功
徳
顕
現
の
働
き

を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
六
七
日
に
お
い
て
一
切
仏
に
共
通
の
功
徳
に
つ
い
て

説
き
、
そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
功
徳
を
内
包
す
る
の
は
「
仏
」
の
通
号
の
方
で
あ

り
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
は
阿
弥
陀
仏
の
願
成
就
に
よ
り
具
足
さ
れ

た
功
徳
と
し
て
独
立
し
て
い
る
の
だ
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身

の
教
学
と
諸
師
の
一
元
論
的
浄
土
教
観
と
の
間
に
明
確
な
線
引
き
を

施
そ
う
と
し
た
法
然
の
狙
い
を
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
法
然
浄
土
教
の
画
期
性
で
あ
り
、

同
じ
六
七
日
末
の
「
娑
婆
の
外
に
極
楽
有
り
、
我
が
身
の
外
に
阿
弥

陀
有
り９

」
と
い
う
仏
凡
の
相
対
関
係
を
明
確
に
示
し
た
一
節
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
、
小
結

　『
逆
修
説
法
』
六
七
日
所
説
の
名
号
観
と
し
て
は
、「
阿
弥
陀
」
の

別
号
は
無
量
寿
・
無
量
光
に
代
表
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
願
成
就
に
よ

っ
て
具
足
さ
れ
た
功
徳
を
内
包
し
、「
仏
」
の
通
号
は
一
切
仏
に
共

通
す
る
仏
の
功
徳
を
内
包
し
て
い
る
と
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
永
観
の
名
号
観
を
明
確
に
否
定
す
る
の
は
、
永
観

が
名
号
に
阿
弥
陀
仏
以
外
の
衆
徳
を
も
内
包
し
て
い
る
と
説
い
た
か

ら
で
は
な
く
、「
阿
弥
陀
」
と
い
う
別
号
の
中
に
そ
の
衆
徳
が
内
包

さ
れ
る
と
説
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
『
逆
修
説
法
』
時
点

で
法
然
上
人
に
と
っ
て
ま
ず
も
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、「
阿
弥
陀
」

の
別
号
に
一
切
法
が
内
包
さ
れ
る
と
見
る
従
来
的
密
教
的
な
阿
弥
陀

三
諦
説
か
ら
の
脱
却
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
阿
弥
陀
」

の
別
号
は
あ
く
ま
で
も
無
量
寿
・
無
量
光
と
い
っ
た
意
味
し
か
な
い

が
、
そ
こ
に
「
仏
」
と
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
仏
に
共
通
の
功
徳

が
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
功
徳
が
顕
現
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
の
通
号
と
別
号
は
あ
く
ま
で
も
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ

ば
足
し
算
の
名
号
観
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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こ
れ
に
よ
り
、
密
教
的
浄
土
教
観
と
の
間
に
明
確
な
線
引
き
は
で

き
た
も
の
の
、「
仏
」
の
通
号
に
収
め
ら
れ
た
「
衆
徳
」
の
解
釈
を

起
因
と
し
て
、
ま
た
「
阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
万
物
一
切
に
通
ず
る
」

と
す
る
よ
う
な
名
号
観
が
形
成
さ
れ
る
懸
念
は
ま
だ
あ
っ
た
。
そ
こ

で
法
然
は
『
選
択
集
』
に
お
い
て
「
阿
弥
陀
」
と
「
仏
」
を
離
す
こ

と
な
く
、「
仏
」
の
通
号
に
よ
っ
て
名
号
の
功
徳
が
初
め
て
顕
現
す

る
と
い
う
図
式
は
そ
の
ま
ま
に
、
さ
ら
に
「
阿
弥
陀
」
の
別
号
に
よ

っ
て
「
仏
」
の
功
徳
が
阿
弥
陀
仏
一
仏
の
体
現
し
た
も
の
に
限
定
さ

れ
る
と
い
う
構
図
を
取
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
い
わ
ば
掛
け
算
の
名
号

観
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
南
無
」
と
付
け
ば
、

凡
夫
の
修
す
る
実
践
行
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
享
受
と
い
う

念
仏
実
践
行
の
意
と
な
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
『
選
択
集
』
所
説
の

名
号
万
徳
所
帰
論
な
の
で
あ
る
。

『
逆
修
説
法
』
及
び
『
選
択
集
』
所
説
の
名
号
観
対
照
表

『
逆
修
説
法
』

『
選
択
集
』

南
無

×
（
言
及
な
し
）

功
徳
の
享
受

阿
弥
陀

無
量
寿
・
無
量
光
の
功
徳

阿
弥
陀
仏
が
体
現
し
た
功
徳

名
号
の
功
徳
限
定
の
働
き

＋

×

仏

一
切
仏
に
共
通
の
功
徳

名
号
の
功
徳
顕
現
の
働
き

一
切
仏
に
共
通
の
功
徳

名
号
の
功
徳
顕
現
の
働
き

註
（
諸
先
生
方
の
敬
称
を
略
す
）

１　
『
古
本
漢
語
灯
録
』
八
、
三
〇
―
三
二
。

２　

香
月
乗
光
「
法
然
教
学
に
於
け
る
称
名
勝
行
説
の
成
立
」（『
法

然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』、
昭
和
四
十
九
年
四
月
）
参
照
。

３　
『
勧
心
略
要
集
』
及
び
『
正
修
観
記
』
に
つ
い
て
香
月
氏
は
源

信
の
作
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
偽
撰
と
す
る

説
が
有
力
で
あ
る
。（
末
木
文
美
士
『
勧
心
略
要
集
の
新
研
究
』

等
参
照
。）

４　

深
貝
慈
孝
「
法
然
上
人
の
名
号
観
―
名
号
万
徳
所
帰
説
に
関
し

て
―
」（
阿
川
文
正
教
授
古
稀
記
念
論
集
『
法
然
浄
土
教
の
思

想
と
伝
歴
』、
平
成
十
三
年
二
月
）
参
照
。

５　

曽
根
宣
雄
「
法
然
上
人
の
万
徳
所
帰
論
に
つ
い
て
」（『
佛
教
論

叢
』
五
四
、
平
成
二
十
二
年
三
月
）
参
照
。

６　
『
聖
典
』
三
、
二
四
―
二
五
。

７　
『
浄
全
』
一
五
、
二
一
六
。

８　
『
古
本
漢
語
灯
録
』
八
、
三
〇
。

９　
『
古
本
漢
語
灯
録
』
八
、
三
五
。



─ 103 ─

１
．
問
題
の
所
在
と
先
行
研
究

　

本
稿
で
は
明
末
四
大
師
の
一
人
で
あ
る
袾
宏
が
『
梵
網
経
菩
薩
戒

義
疏
発
隠
』
で
特
に
孝
を
重
視
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
袾
宏
の
孝
思

想
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
末
の
律
学
復
興
を
解
明
す
る
一

助
と
し
た
い
。『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
は
天
台
『
菩
薩
戒
義
疏
』
の

註
釈
書
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
も
の
の
、
天
台
疏
へ
の
註
釈
よ
り
も

『
梵
網
経
』
自
体
へ
の
註
釈
の
方
が
多
い
点
が
注
目
さ
れ
、
む
し
ろ

天
台
疏
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
ず
に
袾
宏
独
自
の
論
を
主
張
す
る
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
『
梵
網
経
』
下
の
「
孝
順
父
母
師

僧
三
寶
。
孝
順
至
道
之
法
。
孝
名
為
戒
、
亦
名
制
止１

」
を
釈
す
る
に
、

天
台
が
た
だ
孝
の
語
義
を
説
示
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
袾
宏

は
非
常
に
長
文
の
独
自
の
説
を
展
開
し
て
い
る
。
袾
宏
は
本
経
に
お

い
て
孝
を
最
重
要
に
位
置
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
観
経
』
所

説
の
孝
を
引
用
す
る
こ
と
で
、『
梵
網
経
』
は
浄
土
法
門
を
該
ね
る

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
歴
代
祖
師
の
解
釈
も
踏
ま
え
つ
つ
、

袾
宏
の
孝
思
想
が
果
た
し
て
成
立
し
う
る
の
か
、
袾
宏
の
孝
思
想
の

独
自
性
、
そ
し
て
そ
の
宣
説
の
意
図
を
考
察
し
た
い
。

　

ま
ず
袾
宏
に
お
け
る
孝
と
戒
の
関
係
に
つ
い
て
、
韓
復
華２

に
よ
れ

ば
、
明
末
で
は
僧
侶
の
資
質
低
下
、
家
庭
倫
理
の
崩
壊
、
居
士
仏
教

に
お
い
て
は
戒
律
の
軽
視
と
い
っ
た
背
景
が
あ
っ
た
た
め
、
袾
宏
は

孝
と
戒
の
一
致
を
主
張
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
孝
道
と
は
、
儒

教
倫
理
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
出
家
者
だ
け
で
な
く
世
俗

に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
民
衆
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
最
適

な
教
え
で
あ
っ
た
と
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

ま
た
孝
と
念
仏
の
関
係
に
つ
い
て
、
荒
木
見
悟
は
袾
宏
が
念
仏
と

孝
の
不
離
一
体
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
こ
に
彼
岸
と
此
岸

を
つ
な
ぐ
宗
教
倫
理
が
確
立
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

明
末
に
お
け
る
律
学
の
復
興
に
つ
い
て

石　

上　

壽　

應
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こ
の
よ
う
に
世
俗
と
超
俗
と
を
絶
対
断
絶
に
も
ち
こ
ま
な
い
で
、

そ
こ
に
本
質
的
連
続
性
を
と
ど
め
る
の
は
、
袾
宏
浄
土
教
が
本

有
的
性
格
を
保
持
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
当
然
の
結
果

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
や
が
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
既
成
の
倫
理

や
習
俗
と
妥
協
す
る
道
を
開
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
ゆ
る
や

か
な
末
世
観
よ
り
す
る
帰
結
で
も
あ
る
だ
ろ
う３

。

と
述
べ
、
念
仏
と
孝
の
結
び
つ
き
に
よ
り
末
世
の
浄
化
を
期
待
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。

２
．『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
に
お
け
る
孝

　

で
は
、
袾
宏
教
学
に
お
い
て
孝
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
で
は
、「
戒
雖
萬
行
、
以

孝
為
宗４

」
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
戒
を
孝
と
名
づ
け
て
い
る

と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
経
文
の
「
孝
名
為
戒
」
と
は
む
し
ろ
逆

の
意
味
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
孝
順
に
は
自
ず
か
ら
戒

の
意
が
具
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、

如
孝
順
父
母
、
則
下
氣
怡
聲
、
言
無
獷
逆
、
是
名
口
戒
。
定
省

周
旋
、
事
無
拂
逆
、
是
名
身
戒
。
深
愛
終
慕
、
心
無
乖
逆
、
是

名
意
戒
。
順
止
惡
義
、
恐
辱
其
親
、
名
律
儀
戒
。
順
行
善
義
、

思
顯
其
親
、
名
善
法
戒
。
順
兼
濟
義
、
拾
椹
回
兇
、
捨
肉
悟
主
、

鍚
類
不
匱
、
名
攝
生
戒
。
師
僧
三
寶
亦
復
如
是
。
以
要
言
之
、

但
能
孝
順
、
自
然
梵
行
具
足
。
戒
之
得
名
良
以
此
耳
。
舍
孝
之

外
寧
有
戒
乎５

。

と
説
き
、
父
母
に
孝
順
す
る
こ
と
は
身
・
口
・
意
の
戒
を
包
含
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
孝
順
を
拡
大
解
釈
す
れ
ば
三
聚
浄
戒
を
も
包
括
す

る
と
し
て
、
孝
順
を
行
ず
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
梵
行
を
具
足
す
る
こ

と
に
な
る
と
し
て
お
り
、
孝
こ
そ
が
戒
の
要
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付

け
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
上
で
『
梵
網
経
』
所
説
の
十
重
四
十
八

軽
戒
に
つ
い
て
も
、

只
一
孝
字
可
槩
戒
義
。
故
下
制
戒
中
、
十
重
第
一
第
二
第
三
第

四
、
以
至
第
九
第
十
、
皆
曰
孝
順
心
。
輕
垢
第
一
、
即
曰
孝
順

心
。
而
十
三
十
七
二
十
九
三
十
五
四
十
八
、
亦
皆
曰
孝
順
心
。

至
於
餘
戒
、
多
舉
父
母
為
言
、
則
是
貫
徹
乎
十
重
之
始
終
、
聯

絡
乎
四
十
八
輕
之
首
尾
。
一
孝
立
而
諸
戒
盡
矣６

。

と
述
べ
、
十
重
四
十
八
軽
戒
中
に
も
随
処
に
孝
順
心
が
説
か
れ
て
お

り７

、
徹
頭
徹
尾
孝
が
説
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、

孝
を
立
て
れ
ば
諸
戒
を
尽
く
す
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
孝
は
一
切
法

門
、
そ
し
て
浄
土
法
門
を
も
尽
く
す
と
し
て
、『
観
経
』
所
説
の
三

福
を
引
用
し
、

夫
養
父
母
、
事
師
長
、
受
三
歸
、
非
孝
順
父
母
師
僧
三
寶
乎
。
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曰
不
殺
、
曰
十
善
、
曰
衆
戒
、
曰
威
儀
、
而
戒
無
弗
備
矣
。
是

知
戒
不
離
孝
、
諸
經
互
出
。
以
孝
為
因
、
乃
得
往
生
。
則
此
經

實
該
淨
土
法
門８

。

と
述
べ
、
三
福
中
の
第
一
福
・
第
二
福
が
そ
れ
ぞ
れ
孝
と
戒
に
あ
た

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
孝
と
戒
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
孝

が
往
生
の
因
に
あ
た
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
孝
と
戒
が
往
生
の
因
で

あ
る
と
す
る
こ
こ
ま
で
の
説
は
、
歴
代
祖
師
の
解
釈９

と
比
べ
て
も
、

論
法
に
大
き
な
飛
躍
は
見
ら
れ
な
い
が
、
袾
宏
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に

も
う
一
歩
つ
き
進
め
、

是
故
念
佛
修
淨
土
者
、
不
順
父
母
、
不
名
念
佛
。
父
母
生
育
、

等
佛
恩
故
。
不
順
師
長
、
不
名
念
佛
。
師
長
教
誨
、
同
佛
化
故
。

不
順
三
寶
、
不
名
念
佛
。
所
寶
雖
三
、
統
一
佛
故
。
盡
理
而
言
、

順
淨
覺
心
、
而
不
逆
以
濁
染
、
是
孝
名
念
佛
。
順
慈
惠
心
、
而

不
逆
以
慳
貪
、
是
孝
名
布
施
。
順
和
柔
心
、
而
不
逆
以
瞋
恚
、

是
孝
名
忍
辱
。
順
堅
剛
心
、
而
不
逆
以
懈
怠
、
是
孝
名
精
進
。

順
寂
靜
心
、
而
不
逆
以
散
亂
、
是
孝
名
禪
定
。
順
靈
知
心
、
而

不
逆
以
愚
癡
、
是
孝
名
智
慧
。
類
而
推
之
。
一
切
不
逆
、
則
萬

法
俱
成
矣
。
大
哉
孝
也
。
豈
獨
名
戒
而
已
哉10

。

と
、
父
母
・
師
長
・
三
宝
に
孝
順
し
な
け
れ
ば
念
仏
で
は
な
い
と
ま

で
断
言
し
、
孝
と
念
仏
の
不
離
ま
で
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

を
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
孝
は
戒
と
名
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
念
仏
と
も
、
六
波
羅
蜜
と
も
名
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。

３
．『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
に
お
け
る
孝

　
『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
で
は
、
孝
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
こ
れ
ほ

ど
ま
で
の
価
値
に
引
き
上
げ
て
い
る
が
、『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
な
ど

浄
土
系
著
作
で
、
孝
は
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
と
同
時
期
に
著
さ
れ
た
『
往
生
集
』
で

は
、
劉
遺
民
を
評
し
て
、

贊
曰
、
觀
經
敘
淨
業
正
因
、
以
孝
養
父
母
為
第
一
。
故
知
。
不

孝
之
人
、
終
日
念
佛
、
佛
亦
不
喜
。
今
遺
民
少
盡
孝
養
、
而
復

深
入
三
昧
、
屢
感
瑞
徵
、
其
往
生
品
位
高
可
知
矣
。
在
家
修
淨

業
者
、
此
其
為
萬
代
師
法11

。

と
、『
観
経
』
所
説
の
孝
養
父
母
を
浄
業
の
正
因
の
第
一
に
位
置
付

け
、
終
日
念
仏
し
て
も
不
孝
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
は
喜
ば
な
い
と
し

て
、
不
孝
の
人
を
救
済
の
門
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
孝
は
念
仏
と
の
相
即
不
離
を
超
え
て
、
浄
業
と
し
て
念
仏

よ
り
も
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
一
方
で
袾
宏
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
宗
旨
は
一
心
不
乱
で
あ
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る
と
す
る
よ
う
に11

、『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
で
は
孝
を
浄
業
の
正
因
の

第
一
に
は
置
く
こ
と
は
な
く
、
何
よ
り
も
執
持
名
号
に
よ
る
往
生
を

力
説
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
舍
利
弗
、
不
可
以
少
善
根
福
德
因

縁
、
得
生
彼
國
」
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、

承
上
言
凡
羣
易
就
、
善
聚
難
親
。
何
況
最
上
善
人
之
會
。
豈
可

以
少
善
少
福
而
得
生
也
。
於
中
靈
芝
、
以
善
根
為
正
行
、
屬
之

持
名
。
以
福
德
為
助
行
、
屬
之
淨
業
三
福
。
海
東
、
則
總
以
多

善
多
福
為
正
行
、
云
是
發
菩
提
心
。
以
少
善
少
福
為
助
行
、
云

是
執
持
名
號
。
二
義
相
違
。
今
雙
為
和
會
。
謂
欲
生
彼
國
、
須

多
善
多
福
。
今
持
名
、
乃
善
中
之
善
、
福
中
之
福
、
正
所
謂
發

菩
提
心
、
而
為
生
彼
國
之
大
因
縁
也13

。

と
説
き
、
元
照
が
持
名
を
正
行
と
し
、
元
暁
が
発
菩
提
心
を
正
行
と

す
る
の
に
対
し
、『
阿
弥
陀
経
』
で
は
執
持
名
号
が
説
か
れ
る
の
だ

か
ら
持
名
を
正
行
と
す
べ
き
で
あ
る
し
、『
観
経
』
で
は
三
福
が
浄

業
の
正
因
に
な
る
の
だ
か
ら
発
菩
提
心
も
正
行
と
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
袾
宏
は
両
者
の
折
衷
案
と
し
て
持
名
は
多
善
多
福
の
正
行
で

あ
り
、
発
菩
提
心
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
往
生
の
大
因
縁

に
な
る
と
す
る
。
こ
こ
で
袾
宏
は
発
菩
提
心
も
往
生
の
因
と
な
り
う

る
こ
と
を
説
く
が
、
明
ら
か
に
発
菩
提
心
に
重
点
を
置
い
た
解
釈
で

は
な
い
。
し
か
も
三
福
中
の
発
菩
提
心
の
み
に
着
目
し
て
お
り
、
そ

の
他
二
福
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
『
観
経
』

で
は
発
菩
提
心
が
第
三
福
に
説
か
れ
る
の
か
と
い
う
問
に
対
し
、

難
謂
云
何
發
菩
提
心
、
而
與
上
之
二
者
同
名
曰
福
。
今
明
福
有

事
理
。
此
菩
提
心
、
是
般
若
中
如
虚
空
不
可
思
量
之
福
、
非
達

摩
所
斥
人
天
有
漏
之
福
也
。
故
前
二
福
猶
共
凡
小
、
此
獨
擅
大

乘
耳14

。

と
答
え
、
浄
影
寺
慧
遠15

以
来
の
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る
第
一
福
を
凡

夫
、
第
二
福
を
二
乗
、
第
三
福
を
大
乗
に
配
す
る
説
を
採
用
し
、
第

一
福
と
第
二
福
は
福
と
名
づ
け
る
も
の
の
第
三
福
よ
り
も
劣
っ
た
福

で
あ
る
と
決
め
つ
け
、『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』・『
往
生
集
』
と
は
真

っ
向
か
ら
反
対
す
る
か
の
如
く
、
第
一
福
に
含
ま
れ
る
孝
を
福
と
名

づ
け
る
こ
と
に
す
ら
か
な
り
消
極
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。

４
．
袾
宏
の
孝
思
想

　

で
は
袾
宏
は
な
ぜ
著
作
に
よ
っ
て
こ
れ
ほ
ど
矛
盾
す
る
説
を
挙
げ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
著
作
の
成
立
年
代
に
よ
っ
て
袾
宏
の
思

想
が
変
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
『
阿
弥
陀

経
疏
鈔
』
の
撰
述
時
期
は
『
菩
薩
戒
義
疏
発
隠
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
、

比
較
的
早
期
に
撰
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ16

、
単
純
に
思
想
が
変
化
し

た
と
判
断
す
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
袾
宏
が
『
阿
弥
陀
経
疏
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鈔
』
以
外
の
著
作
で
は
一
貫
し
て
孝
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と

を
鑑
み
る
と
、
こ
の
矛
盾
の
要
因
は
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
の
撰
述
意

図
に
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
袾
宏
は
浄
土
教
典
籍
か
ら

『
阿
弥
陀
経
』
を
選
取
す
る
理
由
を
『
無
量
寿
経
』・『
観
経
』
に
比

べ
て
持
名
を
知
る
に
最
も
要
約
で
あ
る
た
め
と
し
て
い
る17

。
そ
の
影

響
か
ら
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
で
は
、
持
名
の
宣
説
と
い
う
大
義
を
全

う
す
る
た
め
に
、
持
名
以
外
の
余
行
に
つ
い
て
詳
説
す
る
こ
と
も
な

く
、
む
し
ろ
あ
え
て
消
極
的
に
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
持
名
の
優
位
性

を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
で
は
持
名
の
優
位
性
を
説
く
こ
と
だ
け
に
専
念

し
、
孝
に
つ
い
て
は
他
書
に
譲
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

袾
宏
が
一
方
で
は
孝
に
よ
る
往
生
・
作
福
、
孝
と
念
仏
の
相
即
不
離

を
説
き
、
一
方
で
は
孝
を
無
視
し
て
持
名
を
説
く
の
は
、
こ
の
よ
う

な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
袾
宏
が
何
故
に
孝
を
こ
こ
ま
で
主
張
す
る
意
味
が
あ
っ
た

の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
袾
宏
の
著
作
を
一
覧
す
る
と
、
そ
の
教
説

に
よ
り
教
化
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
『
禅
関
策
進
』
は
禅
の
入
門
者
に
対
し
て
説
か
れ
た
書
で
あ
り
、

『
答
浄
土
四
十
八
問
』
は
居
士
虞
淳
煕
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
浄

土
の
深
遠
さ
を
説
い
た
書
、『
竹
窓
随
筆
』
は
晩
年
の
思
想
を
思
い

の
ま
ま
に
書
き
連
ね
た
袾
宏
の
総
決
算
で
あ
る
。『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』

な
ど
註
釈
書
類
は
歴
代
祖
師
の
解
釈
を
敷
衍
し
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、

建
前
上
は
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
修
学
者
に
対
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
註
釈
書
類
は
究
極
的
に
は
頓
悟
漸
修
・
事
理
の
双

修
を
説
き
、
利
根
に
即
し
た
高
遠
な
教
学
を
説
か
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
袾
宏
は
こ
の
末
法
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生

が
み
な
頓
悟
あ
る
い
は
自
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
の
境
地
に
至
れ
る
と

は
到
底
考
え
て
お
ら
ず
、
同
じ
註
釈
書
内
に
も
下
根
に
対
応
し
た
教

え
も
説
い
て
い
る
。
む
し
ろ
自
身
を
末
法
下
凡
と
称
す
る
よ
う
に11

、

利
根
の
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
で
は
事
の
一
心
だ
け
に
よ
る
往
生
も
説
き
、

自
ら
を
す
ぐ
れ
た
機
根
で
あ
る
と
勘
違
い
し
、
禅
ば
か
り
に
傾
倒
し

て
浄
土
門
を
否
定
す
る
者
を
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
、

禅
の
修
行
ば
か
り
に
取
り
組
み
、
余
行
を
顧
み
な
い
者
は
数
多
く
い

た
よ
う
で
、
出
家
後
に
は
孝
の
精
神
を
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
袾
宏
が
説
く
孝
に
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
に
埋

没
し
て
し
ま
う
輩
を
抑
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
袾
宏
は
民
衆
向
け
に
『
自
知
録
』
と
い
う
書
を
残
し
て
い

る
。
こ
の
書
は
道
教
思
想
に
端
を
発
す
る
功
過
格
を
説
い
た
も
の
で
、

こ
こ
に
世
間
孝
と
出
世
間
孝
が
説
か
れ
て
い
る
。
袾
宏
は
道
教
思
想
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に
迎
合
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
当
時
流
行
し
て
い
た
功
過

格
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
仏
教
的
孝
思
想
の
宣
撫
に
役
立
つ
と
考
え

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
儒
教
文
化
圏
で
あ
る
中
国
に
お
い
て
、
孝
の

精
神
が
身
に
つ
い
て
い
る
一
般
民
衆
に
対
し
、
孝
を
媒
介
と
し
て
戒

や
念
仏
を
感
化
す
る
に
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

１　

大
正
蔵
二
四
・
一
〇
〇
四
ａ

2　

韓
復
華
「
明
雲
棲
袾
宏
出
入
世
間
孝
思
的
揉
合
與
闡
揚
」（
國

立
成
功
大
學
歴
史
研
究
所
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
六
）
第
三
章
を

参
照
。

３　

荒
木
見
悟
『
雲
棲
袾
宏
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
五
）

一
六
二
頁

４　

続
蔵
三
八
・
一
六
二
ｂ
。
こ
れ
は
宗
密
『
盂
蘭
盆
経
疏
』
上

（
大
正
蔵
三
九
・
五
〇
五
ｂ
）
を
引
用
し
て
い
る
。

５　

続
蔵
三
八
・
一
六
三
ａ

６　

続
蔵
三
八
・
一
六
三
ａ
～
ｂ

７　

王
錫
賢
「
雲
棲
袾
宏
的
菩
薩
戒
思
想
探
究
」（
國
立
臺
南
大
學

國
語
文
學
系
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
八
）
第
三
章
で
は
、
こ
こ
で

袾
宏
が
挙
げ
た
十
重
四
十
八
軽
戒
中
の
孝
順
心
を
表
に
ま
と
め

て
考
察
し
て
お
り
、
①
重
戒
第
四
は
袾
宏
引
用
『
菩
薩
戒
義

疏
』
に
も
孝
順
心
が
説
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
袾
宏
の
書
き
間

違
え
で
あ
る
こ
と
、
②
重
戒
第
九
・
軽
戒
第
二
十
九
は
袾
宏
引

用
『
菩
薩
戒
義
疏
』
に
は
孝
順
心
の
語
が
見
ら
れ
る
が
、
大
正

蔵
で
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
①
に
関
し

て
は
、『
梵
網
経
』
諸
本
を
見
て
も
孝
順
心
の
語
は
確
認
で
き

ず
、
ま
た
袾
宏
も
重
戒
第
四
を
詳
説
す
る
時
に
は
孝
順
心
を
配

し
て
い
な
い
の
で
、
指
摘
通
り
に
書
き
間
違
え
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
袾
宏
が
引
用
し
て
い
る
の
は
『
梵
網

経
』
の
明
本
で
あ
る
こ
と
は
大
正
蔵
の
脚
注
か
ら
確
認
で
き
、

軽
戒
第
二
十
九
に
も
孝
順
心
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
大
正
蔵
二

四
・
一
〇
〇
七
）。

８　

続
蔵
三
八
・
一
六
三
ｂ

９　

孝
を
往
生
の
因
と
す
る
説
の
淵
源
は
宗
密
『
盂
蘭
盆
経
疏
』

（
大
正
蔵
三
九
・
五
〇
六
ａ
）
に
あ
り
、
元
照
も
そ
の
説
を
受

け
、
さ
ら
に
『
阿
弥
陀
経
義
疏
』（
大
正
蔵
三
七
・
三
六
一
ｃ
）

で
は
信
願
行
三
法
具
足
を
条
件
と
し
て
、
持
戒
も
往
生
の
因
と

な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
宗
賾
は
三
福
を
十
六
観
行
よ
り
も
大

切
に
考
え
て
お
り
（『
楽
邦
文
類
』
大
正
蔵
四
七
・
一
六
七
ａ
）、

そ
の
中
で
も
孝
の
重
要
性
を
説
き
、「
孝
友
文
」
を
著
し
て
、

孝
養
父
母
に
よ
る
上
品
往
生
を
勧
め
て
い
る
（『
龍
舒
浄
土
文
』
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大
正
蔵
四
七
・
二
七
一
ａ
）。
元
代
の
普
度
『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』

（
大
正
蔵
四
七
・
三
〇
六
ｃ
）
で
は
、
孝
心
は
仏
心
で
あ
り
、

仏
語
は
孝
を
以
て
宗
と
な
す
と
あ
り
、
孝
が
仏
行
の
根
本
に
置

か
れ
、
よ
り
一
層
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
明
代
の
宗
本

『
帰
元
直
指
集
』（
続
蔵
六
一
・
四
二
六
ｂ
／
四
七
八
ａ
）
で
は
、

宗
賾
・
普
度
の
説
を
一
字
一
句
違
わ
ず
引
用
し
、
そ
の
孝
思
想

を
全
面
的
に
支
持
し
て
お
り
、
以
降
こ
の
思
想
が
定
説
と
な
っ

て
い
く
。

10　

続
蔵
三
八
・
一
六
三
ｂ

11　

大
正
蔵
五
一
・
一
三
八
ｃ

12　
『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
二
（
続
蔵
二
二
・
六
二
四
ａ
）
に
「
今
經

言
一
心
不
亂
、
即
自
性
彌
陀
、
惟
心
淨
土
、
為
一
經
大
旨
也
」、

『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』
三
（
続
蔵
二
二
・
六
六
一
ｂ
）
に
「
一
心

不
亂
、
言
執
持
之
極
也
、
是
為
一
經
要
旨
」
な
ど
と
あ
る
。

13　

続
蔵
二
二
・
六
五
七
ｂ

14　

続
蔵
二
二
・
六
五
八
ａ

15　
『
観
経
義
疏
』（
大
正
蔵
三
七
・
一
七
八
ｂ
）

16　

荒
木
前
掲
書
第
二
章
、
郭
麗
娟
「《
佛
説
阿
彌
陀
經
疏
鈔
》「
一

心
不
亂
」
之
研
究
」（『
中
華
佛
學
研
究
』
第
三
期
、
一
九
九

三
）
を
参
照
。

17　

続
蔵
二
二
・
六
〇
五
ｃ

18　

続
蔵
二
二
・
六
〇
七
ｂ
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
豊
後
国
（
現
在
の
大
分
県
の
一
部
）
に
お
け
る
江
戸

末
期
の
檀
林
修
学
の
実
態
に
つ
い
て
、
大
分
県
立
図
書
館
蔵１

『
本
末

一
派
寺
院
明
細
帳
』（
以
下
『
明
細
帳
』）
の
記
述
を
も
と
に
検
討
し

て
い
き
た
い
。『
明
細
帳
』
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
七
月
に
明

治
政
府
の
官
庁
で
あ
る
教
部
省
が
「
教
部
省
達
第
八
号２

」
に
よ
っ
て
、

府
県
を
通
じ
て
寺
院
の
履
歴
な
ど
を
詳
細
に
取
り
調
べ
る
よ
う
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
明
細
作
成
に
あ
た
り
雛
形
が
示
さ
れ
た
が
、

そ
の
内
容
は
、
表
紙
・
管
轄
府
県
名
・
宗
派
・
住
所
・
山
号
・
寺

号
・
本
山
・
開
山
名
・
開
創
年
・
住
職
履
歴
（
出
身
身
分
・
得
度

年
・
修
学
の
履
歴
・
住
職
勤
続
年
数
）・
前
住
や
弟
子
の
履
歴
・
塔

頭
・
末
寺
な
ど
で
あ
っ
た３

。
こ
れ
以
前
に
も
寺
院
に
明
細
帳
を
提
出

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が４

、
こ
の
明
治
五
年
の
『
明
細
帳
』
の
特
徴

は
当
時
の
住
職
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

も
大
橋
俊
雄
氏
が
『
明
細
帳
』
を
用
い
て
福
田
行
誡
の
生
年
を
推
定

す
る
試
み
が
あ
っ
た
が５

、
管
見
で
は
『
明
細
帳
』
の
住
職
履
歴
を
利

用
し
た
研
究
は
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る６

。
そ
れ
よ
り
も
長
谷
川

匡
俊
氏７

や
梶
井
一
暁
氏８

の
よ
う
に
増
上
寺
等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

『
入
寺
帳
』
を
用
い
た
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
檀
林
修
学
の
実
態
を
多
角
的
に
み
る
た
め
、『
明
細
帳
』
に
記

述
さ
れ
て
い
る
住
職
履
歴
を
も
と
に
江
戸
末
期
の
檀
林
修
学
の
実
態

を
考
察
し
た
い
。
ま
ず
本
編
に
入
る
前
に
、
豊
後
国
の
浄
土
宗
寺
院

の
特
徴
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

江
戸
末
期
の
檀
林
修
学
に
つ
い
て

─
豊
後
国
を
中
心
に
─

石　

川　

達　

也
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二
、
豊
後
国
浄
土
宗
寺
院
の
特
徴

　

豊
後
国
は
現
在
の
大
分
県
の
一
部
で
あ
り
、
江
戸
時
代
以
前
は
大

友
氏
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
は
能
見
松
平
家
の

杵
築
藩
（
三
万
二
千
石
）、
木
下
家
の
日
出
藩
（
二
万
五
千
石
）、
大

給
松
平
家
の
府
内
藩
（
二
万
一
千
石
）、
稲
葉
家
の
臼
杵
藩
（
五
万

石
）、
毛
利
家
の
佐
伯
藩
（
二
万
石
）、
中
川
家
の
岡
藩
（
七
万
石
）、

久
留
島
家
の
森
藩
（
一
万
二
千
石
）
と
、
さ
ら
に
熊
本
藩
、
島
原
藩
、

延
岡
藩
の
飛
び
地
領
、
そ
の
ほ
か
旗
本
領
や
天
領
が
入
り
組
む
小
藩

分
立
で
あ
っ
た
。

　

豊
後
国
に
お
け
る
仏
教
宗
派
の
割
合
は
明
治
六
年
四
月
に
大
分
県

が
行
っ
た
調
査９

に
よ
る
と
、
天
台
宗
が
七
一
ヶ
寺
、
古
義
真
言
宗
が

日蓮宗
2%

天台宗
6%

古義
真言宗
9%

浄土宗
8%

臨済宗
28%

真宗
37%

黄檗宗
1% 曹洞宗

9%

【
図
１
】
豊
後
国
寺
院
割
合

照
）。
ま
た
浄
土
宗
に
つ
い
て
い
え
ば
、
四
八
ヶ
寺
（
五
三
パ
ー
セ

ン
ト
）
が
檀
家
を
も
ち
、
四
三
ヶ
寺
（
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
檀
家

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
一
二
ヶ
寺
（
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
が

小
本
寺
、
四
七
ヶ
寺
（
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
末
寺
、
三
二
ヶ
所

（
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
庵
室
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に

『
明
細
帳
』
を
整
理
す
る
と
、
小
本
寺
が
二
八
ヶ
寺
、
末
寺
が
三
五

ヶ
寺
、
庵
室
が
五
二
ヶ
所
、
合
計
一
一
五
ヶ
寺
と
な
り
（
図
２
参

照
）、
明
治
六
年
の
大
分
県
報
告
と
食
い
違
う
の
で
、
今
後
検
討
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が10

、
本
稿
で
は
『
明
細
帳
』
を
整
理
し

た
も
の
で
検
討
し
た
い
。

　

豊
後
国
に
お
け
る
浄
土
宗
の
中
堅
寺
院
（
小
本
寺
）
は
ほ
と
ん
ど

が
知
恩
院
の
末
寺
で
あ
り
、
例
外
と
し
て
龍
川
寺
が
筑
後
善
導
寺
の

末
、
東
光
寺
が
中
津
圓
龍
寺
の
末
と
な
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
の
寺
院
は

全
て
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
末
寺
・
庵
室
ク
ラ
ス
に
な
る
と
存
続

し
て
い
る
の
は
八
七
ヶ
寺
中
一
〇
ヶ
寺
（
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
足
ら

ず
で
あ
る
。
廃
寺
の
原
因
と
し
て
は
無
檀
や
無
住
で
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
が
、
廃
仏
毀
釈
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
の
で
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

　

次
に
開
創
年
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
慶
長
よ
り
以
前
に
開
創
さ
れ

た
と
伝
え
ら
れ
る
の
は
八
ヶ
寺
（
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
慶
長

九
四
ヶ
寺
、
浄
土
宗
が
九
一
ヶ
寺
、

臨
済
宗
が
三
〇
四
ヶ
寺
、
曹
洞
宗
が

一
〇
一
ヶ
寺
、
黄
檗
宗
が
一
二
ヶ
寺
、

真
宗
が
四
〇
一
ヶ
寺
、
日
蓮
宗
が
二

三
ヶ
寺
で
あ
っ
た
。
全
体
に
占
め
る

浄
土
宗
の
割
合
は
八
パ
ー
セ
ン
ト
程

度
で
あ
り
、
臨
済
宗
と
真
宗
の
割
合

が
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
（
図
１
参
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以
降
に
開
創
さ
れ
た
の
は
五
〇
ヶ
寺
（
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、
開
創

年
未
詳
は
五
七
ヶ
寺
（
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
。

　

開
山
の
名
前
が
分
か
る
寺
院
は
六
〇
ヶ
寺
（
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
）

で
、
開
山
の
名
前
が
分
か
ら
な
い
寺
院
は
五
五
ヶ
寺
（
四
八
パ
ー
セ

ン
ト
）
で
あ
っ
た
。
開
山
名
不
詳
の
寺
院
は
末
寺
や
庵
室
に
多
い
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

ま
た
豊
後
国
の
小
本
寺
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
弟
子
を
多
く

抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
も
弟
子
が
多
い
の
は
、
佐
伯
市
潮

谷
寺
が
一
六
名
を
数
え
、
臼
杵
市
龍
原
寺
の
一
二
名
が
次
い
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
寺
院
は
教
化
が
行
き
届
き
檀
家
数
も
多
く
経
済
的
に
も
恵

ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

三
、
住
職
の
檀
林
修
学

　

さ
て
『
明
細
帳
』
で
修
学
先
が
分
か
る
住
職
は
三
七
名
い
る
（
図

３
参
照11

）。
こ
の
な
か
増
上
寺
で
修
学
し
た
も
の
が
一
二
名
、
伝
通

院
で
修
学
し
た
も
の
が
二
三
名
、
善
導
寺
と
幡
随
院
が
そ
れ
ぞ
れ
一

名
で
あ
り
、
江
戸
檀
林
で
修
行
す
る
も
の
が
多
く
、
特
に
伝
通
院
で

修
行
す
る
も
の
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。

　

得
度
や
檀
林
入
寺
や
住
職
就
任
の
年
数
が
分
か
っ
て
い
る
も
の
に

関
し
て
逆
算
し
て
年
齢
を
出
し
た
が
、
得
度
の
年
齢
の
平
均
は
一
〇

【
図
２
】
本
末
関
係
図正
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【
図
３
】
住
職
の
檀
林
修
学
状
況

住職 年齢 得度年齢
檀林
修学
年齢

修学先
住職
就任
年齢

初住職年
初住
職年
齢

備考

浄土寺 了潤 69 7 増上寺 53 天保 6年 5月 32 天保 6年 5月（32 歳）潮谷寺
住職

西林寺 常誉 66 5 15 伝通院 36 天保 1年 24 8 年間修学、天保 1年（24 歳）
長円寺住職

東光寺 祥誉 66 10 増上寺 36 天保 13 年 10 月 36 天保 2年（25 歳）に加行
西応寺 了真 64 7 善導寺 48 天保 12 年 33 天保 12 年（33 歳）天神院住職
正覚寺 清誉 63 13 22 伝通院 41 嘉永 3年 5月 41 天保 8年（28 歳）帰寺
龍泉寺 得忍 62 10 18 伝通院
長円寺 篤順 61 9 14 増上寺 29 天保 11 年 7 月 29 8 年間修学
長昌寺 玄寿 60 13 20 伝通院 筑後善導寺・知恩院徳林院でも

修学
不動庵 慈弁 57 11 17 伝通院 36 天保 10 年 24 8 年間修学、天保 10 年（24 歳）

西往寺住職
龍川寺 達誉 55 10 21 増上寺 40 天保 14 年 3 月 26 天保 14 年 3 月（26 歳）西岸寺

住職
龍泉寺 香誉 54 7 27 増上寺 嘉永 3年（32 歳）まで修学
潮谷寺 建誉 51 17 21 増上寺 46 嘉永 5年 31 嘉永 5年（31 歳）海徳寺住職
蓮華寺 荘誉 50 10 17 伝通院 35 安政 4年 12 月 35
浄国寺 神誉 49 6 伝通院 43 嘉永 2年 26 嘉永 2年（26 歳）灘手村光明

寺住職
正念寺 達誉 49 12 19 伝通院 36 安政 6年 5月 36 修学 7年間
浄泉寺 得誉 45 9 伝通院 36 文久 3年 11 月 36
安善寺 随誉 45 10 16 伝通院 42 嘉永 2年 22 嘉永 2年（22 歳）筑前安楽院

住職
大乗寺 最誉 43 13 伝通院 35 元治 1年 4月 35
導傳寺 忍誉 43 14 伝通院 36 36 筑後西光寺住職
信行寺 諦音 40 11 伝通院 32 元治 1年 11 月 32 嘉永 3年（18 歳）五重、嘉永 5

年（20 歳）宗脈
圓浄寺 特誉 38 6 18 伝通院 29 文久 3年 1月 29 7 年間修学、安政 5年帰国
大超寺 廓誉 38 9 16 伝通院 35 文久 1年 4月 27 文久 1年 4月（27 歳）成道寺

住職
常福寺 英誉 38 6 19 伝通院 28 文久 2年 4月 28
淨運寺 願誉 35 12 21 伝通院 27 元治 1年 3月 27 万延 1年（23 歳）附法
攝取院 説誉 34 4 17 伝通院 24 文久 2年 2月 24
来迎寺 智教 30 8 17 増上寺 24 慶応 2年 8月 24 6 年間修学、元治 1年 3月（21

歳）帰寺
※以下は初住職が明治以降
長泉寺 念誉 42 18 22 増上寺 38 慶応 4年 38
大音寺 相誉 41 11 20 伝通院 37 慶応 4年 1月 37
養福寺 随誉 38 13 幡随院 34 慶応 4年 4月 34
浄安寺 歓隆 37 13 伝通院 35 明治 3年 8月 35
西運寺 顕立 32 12 増上寺 32 明治 5年 5月 32
正覺寺 才誉 30 9 18 増上寺 26 慶応 4年 4月 26 伝通院でも修学し、合計 8年間

修学
海岸寺 孝道 30 8 23 伝通院 28 明治 3年 8月 28 3 年間修学
迎接寺 量誉 29 8 17 伝通院 25 慶応 4年閏 4月 25
観音堂 愍立 29 10 19 増上寺 29 明治 5年 7月 29 9 年間修学
海徳寺 性誉 26 14 20 増上寺 23 明治 2年 23
永興寺 元誉 22 8 15 伝通院 22 明治 5年 4月 22
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歳
で
、
最
年
少
は
四
歳
、
最
年
長
は
一
八
歳
で
あ
っ
た
。
次
に
檀
林

に
入
寺
す
る
年
齢
の
平
均
は
一
九
歳
で
、
最
年
少
は
一
四
歳
、
最
年

長
は
二
七
歳
で
あ
り
、
一
五
歳
で
入
寺
す
る
も
の
は
二
名
と
想
像
し

て
い
た
よ
り
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

現
在
の
寺
院
の
住
職
に
就
任
し
た
年
齢
の
平
均
は
三
四
歳
で
、
最

年
少
は
二
二
歳
、
最
年
長
は
五
三
歳
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
転
住
す
る

例
も
多
く
み
ら
れ
た
の
で
、
初
め
て
住
職
に
な
っ
た
年
齢
を
考
慮
し

た
場
合
、
平
均
は
三
〇
歳
ま
で
下
が
っ
た12

。

　

も
し
仮
に
一
五
歳
で
檀
林
の
名
簿
に
名
前
だ
け
載
せ
、
師
籍
で
随

身
し
て
い
た
と
し
て
も
三
〇
歳
で
住
職
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
修

学
期
間
は
一
五
年
で
あ
る
。
檀
林
の
学
問
階
梯
は
九
部
宗
学
と
い
う

よ
う
に
、
名
目
部
、
頌
義
部
、
選
択
部
、
小
玄
義
部
、
大
玄
義
部
、

文
句
部
、
礼
讃
部
、
論
部
を
そ
れ
ぞ
れ
三
年
ず
つ
学
び
、
無
部
は
無

期
限
で
あ
る
か
ら
、
実
質
二
四
年
以
上
の
修
学
が
必
要
の
は
ず
で
あ

る
が
、
住
職
履
歴
に
明
記
さ
れ
る
実
際
の
檀
林
修
学
期
間
は
、
正
覺

寺
才
誉
が
八
年
、
西
林
寺
常
誉
は
八
年
、
来
迎
寺
智
教
は
六
年
、
長

円
寺
篤
順
は
八
年
、
不
動
庵
慈
弁
は
八
年
、
圓
浄
寺
特
誉
は
七
年
、

正
念
寺
達
誉
は
七
年
、
観
音
堂
愍
立
は
九
年
で
、
平
均
す
る
と
約
八

年
で
あ
る13

。
こ
の
こ
と
は
梶
井
氏
が
増
上
寺
入
寺
帳
を
分
析
し
て
、

成
就
者
（
寺
院
住
職
の
た
め
入
寺
帳
か
ら
除
籍
と
な
る
）
の
平
均
値

を
約
一
六
年
と
分
析
し
た14

よ
り
も
短
期
で
あ
る
と
い
え
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
分
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
豊
後
国
の
『
本
末

一
派
寺
院
明
細
帳
』
を
用
い
て
、
浄
土
宗
寺
院
住
職
の
修
学
先
や
修

学
期
間
の
分
析
を
行
っ
た
。『
明
細
帳
』
は
明
治
五
年
に
「
教
部
省

達
第
八
号
」
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
住
職
の
履
歴

が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
江
戸
時
代
も
時
代
が
下
る
と

檀
林
修
学
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
世
情
の
混
乱

か
ら
か
『
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
る
檀
林
修
学
期
間
の
平
均
は
八
年
程

度
で
あ
り
、
二
十
代
で
寺
院
の
住
職
に
な
る
も
の
も
多
く
い
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、『
明
細
帳
』
と
増
上
寺
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
伝
通
院
や
増
上
寺
の
入
寺
帳
の
記
載
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
総

合
的
に
檀
林
修
学
の
実
態
を
考
察
し
た
い
。
ま
た
各
都
道
府
県
に
現

存
し
て
い
る
明
治
五
年
の
寺
院
明
細
帳
を
分
析
し
て
、
各
地
方
の
浄

土
宗
寺
院
の
檀
林
修
学
先
に
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
か
、
檀
林
修

学
期
間
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
比
較
検
討
を
し
た
い
。

１　

大
分
県
行
政
資
料
の
『
本
末
一
派
寺
院
明
細
帳　

明
治
23
年

〔
１
〕』、『
本
末
一
派
寺
院
明
細
帳　

明
治
23
年
〔
２
〕』、『〔
玖



─ 115 ─

珠
郡
、
日
田
郡
〕
寺
院
明
細
牒　

明
治
23
年
〔
１
〕』、『〔
玖
珠

郡
、
日
田
郡
〕
寺
院
明
細
牒　

明
治
23
年
〔
２
〕』
を
参
照
し

た
が
、
原
蔵
者
は
大
分
県
立
公
文
書
館
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

明
治
二
三
年
と
あ
る
が
、『
明
細
書
』
の
本
文
に
「
壬
申
○
歳
」

と
あ
り
か
ら
、
明
治
五
年
に
作
成
さ
れ
た
帳
簿
に
、
住
職
の
変

更
な
ど
を
追
記
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２　
「
教
部
省
達
第
八
号
」
の
条
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な

お
法
令
の
検
索
は
、
国
会
図
書
館
提
供
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
日

本
法
令
索
引
〔
明
治
前
期
編
〕」
を
参
照
し
た
。

各
管
轄
部
内
ニ
於
テ
、
諸
宗
現
在
ノ
寺
院
、
開
創
ノ
年
歴

及
僧
尼
ノ
履
歴
員
数
等
、
別
紙
雛
形
ニ
照
準
シ
詳
細
取
調
、

往
返
ヲ
除
ク
ノ
外
日
数
六
十
日
ヲ
限
リ
、
無
相
違
当
省
ヘ

可
差
出
候
事
、

但
、
毎
年
十
一
月
中
、
各
宗
寺
院
廃
立
或
ハ
合
併
僧
尼
ノ

増
減
等
、
一
ヶ
年
分
取
纏
当
省
ヘ
可
差
出
事
、

３　
「
教
部
省
達
第
八
号
」（
別
紙
雛
形
）

４　

明
治
三
年
七
月
の
「
太
政
官
布
告
」
四
九
三
号
に
よ
っ
て
『
寺

院
明
細
帳
』
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
。
提
出
さ
れ
た
『
寺
院
明

細
帳
』
の
大
部
分
は
国
会
図
書
館
に
『
社
寺
取
調
類
纂
』
と
し

て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
圭
室
文
雄
「『
新
編
明
治
維
新

神
仏
分
離
史
料
』
と
『
社
寺
取
調
類
纂
』
に
つ
い
て
」（『
新
編

明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
一
、
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
）、

藤
井
貞
文
編
・
圭
室
文
雄
校
訂
『
社
寺
取
調
類
纂　

解
説
・
収

録
目
録
』（
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
、
一
九
八
三
年
）
等
を
参

照
。

５　

大
橋
俊
雄
『
行
誡
上
人
の
生
涯
』（
東
洋
文
化
出
版
、
一
九
八

七
年
）

６　

明
治
期
の
「
寺
院
明
細
帳
」
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
、
竹
田

聴
洲
「
寺
院
明
細
帳
か
ら
み
た
京
都
府
現
存
諸
宗
派
寺
院
成
立

時
期
」（『
社
会
科
学
』
一
〇
、
一
九
六
八
）、
圭
室
文
雄
「
明

治
初
年
寺
院
明
細
帳
の
数
量
的
分
析
」（『
近
代
仏
教
』
一
二
、

二
〇
〇
六
）
な
ど
が
あ
る
。
竹
田
氏
は
旧
京
都
府
庁
社
寺
掛
所

管
明
治
一
六
年
（
丹
後
五
郡
は
同
一
七
年
）
の
府
下
寺
院
明
細

帳
の
寺
院
由
緒
を
分
析
し
、
圭
室
氏
は
『
社
寺
取
調
類
纂
』
所

収
の
「
寺
院
明
細
帳
」
を
対
象
に
、
宗
派
ご
と
の
末
寺
数
、
檀

家
数
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
西
光
三
「
東
京
都
公
文
書

館
所
蔵
寺
院
沿
革
史
料
に
つ
い
て
」（『
東
京
都
公
文
書
館
研
究

紀
要
』
三
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ

れ
る
『
御
府
内
備
考
続
編
』、『
明
治
五
年
寺
院
明
細
帳
』、『
明

治
十
年
寺
院
明
細
簿
』
と
い
っ
た
寺
院
沿
革
史
料
を
紹
介
し
て
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い
る
。
明
治
五
年
の
『
明
細
帳
』
を
翻
刻
し
た
も
の
と
し
て
、

『
社
寺
史
料
研
究
』
一
（
社
寺
史
料
研
究
会
、
一
九
九
八
）
に

神
奈
川
県
管
轄
武
蔵
国
の
明
細
帳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

７　
「
地
方
に
お
け
る
浄
土
宗
檀
林
の
展
開
―
鎌
倉
光
明
寺
『
入
寺

帳
』
の
分
析
を
通
し
て
み
た
る
―
」（『
仏
教
文
化
研
究
』
二
一
、

一
九
七
五
年
）、「
増
上
寺
所
蔵
入
寺
帳
の
研
究
（
１
）」（『
長

谷
川
仏
教
研
究
所
研
究
紀
要
』
九
、
一
九
八
二
年
）、「
増
上
寺

所
蔵
入
寺
帳
の
研
究
（
２
）」（『
長
谷
川
仏
教
研
究
所
研
究
紀

要
』
一
〇
、
一
九
八
三
年
）、「
増
上
寺
所
蔵
入
寺
帳
の
研
究

（
３
）」（『
長
谷
川
仏
教
研
究
所
研
究
紀
要
』
一
一
、
一
九
八
四

年
）

８　
「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学
僧
の
入
寺
・
修
学
動
向
―

増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
か
ら
―
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
四
七
、
一
九
九
九
年
）

９　
『〔
玖
珠
郡
、
日
田
郡
〕
寺
院
明
細
牒　

明
治
23
年
〔
１
〕』（
大

分
県
立
図
書
館
蔵
）
所
収

10　
『
明
細
帳
』
に
は
『
元
禄
寺
院
由
緒
書
』
に
記
載
さ
れ
る
国
東

市
国
見
町
赤
根
の
阿
弥
陀
寺
に
関
す
る
記
載
が
な
く
『
明
細

帳
』
の
記
述
自
体
が
不
十
分
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。『
社
寺

取
調
類
纂
』
に
は
明
治
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
提
出
さ
れ
た

岡
藩
・
臼
杵
藩
・
佐
伯
藩
・
府
内
藩
・
日
田
県
・
森
藩
各
藩
の

『
明
細
帳
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
『
豊
後
国
志
』
な

ど
の
地
誌
が
あ
り
、
そ
れ
ら
と
『
明
細
帳
』
と
比
較
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

11　

佛
生
寺
の
法
山
は
粟
生
光
明
寺
、
礼
暉
庵
の
準
洞
は
禅
林
寺
で

修
学
し
て
い
た
た
め
除
外
し
た
。
ま
た
大
政
奉
還
（
慶
応
三
年

一
〇
月
）
以
降
に
初
め
て
住
職
に
就
任
し
た
も
の
は
、
そ
れ
以

前
の
も
の
と
分
け
て
表
示
し
た
。

12　

慶
応
三
年
以
前
に
初
め
て
住
職
に
な
っ
た
年
齢
と
慶
応
四
年
以

降
に
初
め
て
住
職
に
な
っ
た
年
齢
の
平
均
は
と
も
に
三
〇
歳
で

あ
り
、
明
治
維
新
に
な
っ
て
学
業
を
切
り
上
げ
急
遽
住
職
に
な

る
と
い
う
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

13　

海
岸
寺
孝
道
の
檀
林
初
入
寺
は
明
治
以
降
に
な
る
の
で
除
外
し

た
。

14　

前
掲
「
浄
土
宗
関
東
檀
林
に
お
け
る
修
学
僧
の
入
寺
・
修
学
動

向
―
増
上
寺
『
入
寺
帳
』
の
分
析
か
ら
―
」
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生
殖
と
は
、
各
種
の
辞
典
類
を
総
合
す
る
と
「
①
う
み
ふ
や
す
こ

と
。
②
生
物
が
自
己
と
同
じ
種
類
の
新
し
い
個
体
を
つ
く
る
現
象
。

有
性
生
殖
と
無
性
生
殖
と
が
あ
る
。」
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
生
殖
に
か

か
る
機
構
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
今
日
に

至
る
ま
で
人
為
的
な
関
与
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
大

き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
１
９
７
８
年
で
あ
り
、
体
外
授
精

技
術
が
確
立
さ
れ
世
界
初
の
体
外
受
精
児
が
誕
生
し
た
年
で
あ
る
。

ロ
バ
ー
ト
・
Ｇ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
は
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
２
０
１
０
年

ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞
を
受
賞
し
た
。
不
妊
治
療
の
方
法
と
し

て
は
、
こ
れ
以
前
に
も
排
卵
日
を
予
測
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
法
や
人
工

授
精
法
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
卵
成
熟
、
排
卵
、
受
精
内

な
ど
の
受
精
プ
ロ
セ
ス
が
母
体
内
で
行
わ
れ
て
お
り
、
人
為
的
な
関

与
は
自
然
の
手
助
け
を
す
る
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
た
。
体
外
受
精
法

は
卵
管
閉
塞
症
の
よ
う
な
、
卵
巣
や
子
宮
の
機
能
は
正
常
で
あ
る
が

卵
管
が
閉
塞
し
て
い
る
た
め
起
き
て
い
る
不
妊
症
の
解
決
の
た
め
に

適
用
さ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
神
秘
と
さ
れ
て
き
た
生

殖
を
観
察
と
関
与
が
可
能
な
現
象
と
し
て
科
学
技
術
の
対
象
と
し
た

点
で
極
め
て
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
生
殖
補
助
医
療
は
不
妊
症
や
不
育
症
治
療
を
目
的
と

し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
応
用
が
広
が
る
に
し
た
が
っ
て
家
族
関
係

の
よ
う
な
社
会
的
な
問
題
、
治
療
費
用
の
高
額
化
な
ど
の
経
済
的
な

問
題
、
権
利
関
係
の
よ
う
な
法
律
的
な
問
題
に
加
え
て
生
命
倫
理
と

い
う
側
面
で
も
問
題
点
が
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
殖
補
助

医
療
の
安
全
性
や
成
功
率
な
ど
医
療
的
・
技
術
的
な
事
柄
は
専
門
外

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
小
論
で
は
主
と
し
て
生
殖
補
助
医
療
の
倫

理
的
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

生
殖
補
助
医
療
の
倫
理
的
問
題
点

今
　
岡
　
達
　
雄
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１
．
生
殖
補
助
技
術
と
そ
の
応
用

　

生
殖
補
助
医
療
は
英
語
で
はA

ssisted Reproductive Technology

、

Ａ
Ｒ
Ｔ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
医
療
と
い
う
よ
り
は
生
殖
補
助
を

行
う
様
々
な
技
術
と
そ
の
応
用
を
総
称
し
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
が
国
で
は
医
療
と
技
術
の
言
葉
の
使
い
分
け
が
曖
昧
で
あ
り
、
関

連
す
る
も
の
を
も
含
め
て
医
療
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
本
来
は
、
①
生
殖
補
助
技
術
、
②
生
殖
補
助
技
術
の
医
療
的

応
用
、
③
生
殖
補
助
技
術
の
そ
の
他
の
応
用
な
ど
を
分
け
て
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
生
殖
補
助
技
術

　

生
殖
補
助
技
術
と
は
、
生
殖
プ
ロ
セ
ス
に
人
為
的
に
介
入
す
る
技

術
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
技
術
は
生
殖
補
助

医
療
を
実
施
す
る
目
標
を
持
っ
て
技
術
開
発
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、

新
薬
の
開
発
と
同
様
に
、
多
く
の
技
術
は
ヒ
ト
へ
の
適
用
に
先
だ
っ

て
、
動
物
に
よ
る
実
験
や
家
畜
で
の
応
用
を
経
て
、
生
殖
補
助
医
療

に
適
用
さ
れ
て
き
た
。

　

・
体
外
受
精
技
術

　

・
排
卵
誘
発
技
術

　

・
精
子
・
卵
子
・
胚
の
冷
凍
保
存
技
術

　

・
顕
微
授
精
技
術

　

・
受
精
卵
着
床
前
診
断
技
術

　

・
核
移
植
技
術

　

・
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
か
ら
の
配
偶
子
作
製
技
術

　

各
技
術
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
説
明
を
必
要
と
す
る
の
で

専
門
書
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。「
体
外
授
精
技
術
」
は
そ

れ
ま
で
母
体
内
で
行
わ
れ
て
い
た
受
精
プ
ロ
セ
ス
を
シ
ャ
ー
レ
内
な

ど
の
体
外
で
行
う
技
術
。「
排
卵
誘
発
技
術
」
は
卵
子
の
成
熟
・
排

卵
過
程
を
司
る
ｈ
Ｍ
Ｇ
、
Ｆ
Ｓ
Ｈ
な
ど
の
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
（
生
殖

腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
）
を
投
与
し
、
腹
部
に
穿
孔
し
て
針
を
挿
入
し
成

熟
卵
の
採
取
す
る
技
術
。
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
の
投
与
は
副
作
用
も
多

く
母
体
に
長
期
間
大
き
な
負
担
を
か
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

「
精
子
・
卵
子
・
胚
の
冷
凍
保
存
技
術
」
は
精
子
・
卵
子
・
胚
（
受

精
卵
）
を
液
体
窒
素
で
冷
凍
保
存
す
る
技
術
。
冷
凍
保
存
は
精
子
、

胚
（
受
精
卵
）
に
つ
い
て
は
有
効
だ
が
、
卵
子
に
つ
い
て
は
未
だ
困

難
な
点
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
顕
微
授
精
技
術
」
は
顕
微
鏡

下
で
精
子
を
直
接
卵
子
に
注
入
す
る
方
法
。
こ
の
技
術
に
よ
っ
て
健

全
な
精
子
が
一
つ
あ
れ
ば
受
精
卵
を
作
製
で
き
る
確
率
が
高
く
な
っ

た
。「
受
精
卵
着
床
前
診
断
技
術
」
は
体
外
受
精
後
の
受
精
卵
が
８

～
16
分
割
し
た
頃
に
１
～
２
割
球
を
検
査
し
胚
（
受
精
卵
）
状
況
を
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把
握
す
る
検
査
技
術
で
あ
る
。
染
色
体
数
の
数
か
ら
遺
伝
子
ま
で
検

査
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
核
移
植
技
術
」
と
は
体
細
胞
核
を

除
去
し
た
卵
子
に
、
他
の
個
体
の
細
胞
核
を
移
植
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ク
ロ
ー
ン
胚
を
得
る
技
術
。
イ
ヌ
や
ネ
コ
の
ク
ロ
ー
ン
が
実
証
さ

れ
て
い
る
。「
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
か
ら
の
配
偶
子
作
製
技
術
」
は
人
工
多

能
性
幹
細
胞
（
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
）
を
適
切
な
培
養
条
件
の
下
で
精
子
や

卵
子
に
培
養
す
る
技
術
で
あ
る
。
男
性
の
体
細
胞
か
ら
の
卵
子
を
作

製
、
女
性
の
体
細
胞
か
ら
精
子
を
作
成
な
ど
が
可
能
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
る
。
も
と
も
と
生
殖
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
方

法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

②
生
殖
殖
補
助
技
術
の
医
療
的
応
用

　

生
殖
補
助
医
療
は
望
ん
で
も
妊
娠
が
で
き
な
い
不
妊
症
、
妊
娠
す

る
が
流
産
や
死
産
を
繰
り
返
し
出
産
に
ま
で
い
た
ら
な
い
不
育
症
の

治
療
を
目
的
と
し
た
医
療
で
あ
る
。
不
妊
症
や
不
育
症
に
は
様
々
な

原
因
が
考
え
ら
れ
、
原
因
を
探
り
な
が
ら
様
々
な
治
療
が
行
わ
れ
て

い
る
。
人
工
授
精
は
乏
精
子
症
、
精
子
無
力
症
、
性
交
障
害
な
ど
男

性
因
子
不
妊
、
精
子
の
通
過
性
に
問
題
が
あ
る
な
ど
女
性
因
子
不
妊

に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
精
子
を
卵
管
や
子
宮
内
に
人
工
的
に
導
入

す
る
治
療
で
あ
る
。
人
工
授
精
は
１
７
９
９
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
成
功

し
て
か
ら
約
二
百
年
の
歴
史
が
あ
る
。
人
工
授
精
に
よ
る
妊
娠
成
功

率
は
比
較
的
低
率
で
あ
り
、
成
功
率
向
上
の
た
め
に
排
卵
誘
発
技
術

や
体
外
授
精
技
術
を
応
用
し
た
医
療
と
し
て
体
外
受
精
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
病
気
治
療
の
た
め
に
子
宮
摘
出
を
受
け
子

宮
が
な
い
こ
と
、
先
天
的
に
子
宮
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る

不
妊
の
治
療
を
目
的
と
し
て
代
理
母
に
よ
る
出
産
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
代
理
母
に
よ
る
出
産
が
不
妊
症
や
不
育
症
の
治
療

に
当
た
る
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
不
育
症
は
習
慣
流
産

を
繰
り
返
す
が
、
習
慣
流
産
を
予
防
す
る
た
め
に
受
精
卵
の
着
床
前

診
断
技
術
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

血
友
病
や
デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
型
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
の
伴
性
劣

性
遺
伝
性
疾
患
は
男
性
に
し
か
発
現
し
な
い
疾
患
で
あ
り
、
こ
の
遺

伝
子
異
常
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
疾
患
発
現
予
防
を
目
的
と
し
て
男

女
の
産
み
分
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
の
方
法
と
し

て
は
受
精
卵
の
着
床
前
診
断
が
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
は
伴
性
劣
性
遺

伝
性
疾
患
の
予
防
医
療
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
生
殖
補
助
技

術
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

骨
髄
性
白
血
病
の
治
療
を
す
る
た
め
に
は
免
疫
型
が
一
致
す
る
造

血
幹
細
胞
の
移
植
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
免
疫
型
が
一
致
し
た
造
血

幹
細
胞
を
得
る
目
的
で
、
免
疫
型
が
一
致
し
た
子
供
を
体
外
受
精
技

術
と
受
精
卵
着
床
前
診
断
を
行
っ
て
体
外
受
精
児
を
生
む
方
法
が
実
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施
さ
れ
て
い
る
。
提
供
者
（
ド
ナ
ー
）
を
得
る
た
め
の
出
産
で
あ
り
、

生
ま
れ
て
き
た
子
供
は
ド
ナ
ー
ベ
イ
ビ
ー
と
呼
ば
れ
る
。
幹
細
胞
を

用
い
た
再
生
医
療
へ
の
生
殖
補
助
技
術
の
応
用
で
あ
る
。

③
そ
の
他
の
応
用

　

こ
の
よ
う
に
生
殖
補
助
技
術
は
当
初
の
目
標
で
あ
っ
た
不
妊
症
や

不
育
症
の
治
療
と
い
う
医
療
ば
か
り
で
な
く
、
同
一
の
技
術
が
医
療

目
的
以
外
に
も
使
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
受
精
卵
の
着

床
前
診
断
技
術
は
遺
伝
子
疾
患
の
予
防
は
医
療
目
的
と
考
え
ら
れ
る

が
、
第
一
子
は
女
子
が
よ
い
と
か
、
女
子
ば
か
り
が
続
い
た
の
で
男

子
が
欲
し
い
、
跡
継
ぎ
の
た
め
に
男
子
が
欲
し
い
な
ど
の
目
的
の
た

め
の
男
女
産
み
分
け
は
治
療
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
子
宮
の
機
能

不
全
の
た
め
に
代
理
母
出
産
を
行
う
の
と
同
様
の
技
術
を
応
用
し
て
、

配
偶
者
以
外
の
子
供
を
出
産
す
る
こ
と
は
治
療
と
は
思
え
な
い
。
精

子
に
問
題
が
あ
る
夫
婦
間
に
対
し
て
提
供
者
の
凍
結
保
存
精
子
を
導

入
し
た
り
、
卵
子
に
問
題
が
あ
る
夫
婦
間
に
対
し
て
提
供
者
の
卵
子

を
導
入
し
た
り
、
子
宮
は
機
能
し
て
い
る
が
精
子
や
卵
子
に
問
題
を

持
つ
夫
婦
間
に
提
供
者
の
凍
結
保
存
卵
子
を
導
入
す
る
こ
と
は
医
療

行
為
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
夫
婦
や
事
実
婚
関
係
以
外
の
男

女
間
や
、
同
性
婚
、
あ
る
い
は
単
身
者
が
生
殖
補
助
技
術
を
用
い
て

子
供
を
得
る
こ
と
は
治
療
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
生
殖
補
助
技
術
は
、

自
分
と
全
く
同
一
の
遺
伝
子
を
持
っ
た
ク
ロ
ー
ン
ベ
イ
ビ
ー
、
自
分

の
価
値
観
に
し
た
が
っ
て
遺
伝
子
を
選
択
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
ベ
イ
ビ

ー
な
ど
治
療
を
超
え
た
、
個
人
的
な
願
望
の
実
現
を
目
的
と
し
て
応

用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
技
術
で
あ
る
。

２
．
生
殖
補
助
医
療
の
問
題
点

　

生
殖
補
助
医
療
が
問
題
を
引
き
起
こ
す
原
因
は
、
①
医
療
の
対
象

と
す
る
行
為
が
生
殖
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
、
②
従
来
の
生
殖
プ
ロ

セ
ス
に
お
け
る
時
間
的
、
空
間
的
制
約
を
大
幅
に
変
え
る
技
術
革
新

で
あ
る
こ
と
、
③
技
術
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
の
境
界
が
曖
昧
で
あ

る
こ
と
、
④
治
療
が
漸
進
的
に
高
度
化
し
依
存
性
の
高
い
治
療
法
で

あ
る
こ
と
な
ど
に
あ
ろ
う
。

　

第
一
の
原
因
は
こ
の
医
療
が
生
殖
プ
ロ
セ
ス
へ
の
人
為
的
関
与
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
殖
関
連
ホ
ル
モ
ン
、

排
卵
プ
ロ
セ
ス
、
受
精
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
生
殖
補
助
技
術
に
よ
っ
て

人
為
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
命
の
誕
生
過
程
へ
の
人

為
的
操
作
で
あ
る
。
技
術
の
出
現
以
前
は
、
子
供
の
誕
生
は
「
自
然

の
お
こ
な
い
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
行
為
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
「
人
為
的
な
操
作
」
を
導
入
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
の
根
源
が

あ
り
、
ど
の
程
度
ま
で
な
ら
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、
許
容
範
囲
を
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決
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
問
題
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ず
に

技
術
の
応
用
が
進
み
、
数
々
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。

　

第
二
の
原
因
は
、
生
殖
補
助
技
術
の
特
性
で
あ
る
空
間
的
・
時
間

的
自
由
度
の
拡
大
に
あ
る
。
技
術
の
出
現
以
前
に
は
全
生
殖
プ
ロ
セ

ス
は
一
人
の
女
性
体
内
と
い
う
固
有
空
間
で
、
排
卵
・
受
精
・
妊

娠
・
出
産
と
い
う
時
間
秩
序
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
排
卵
誘
発

技
術
や
体
外
受
精
技
術
は
、
組
み
合
わ
せ
る
べ
き
精
子
と
卵
子
の
選

択
、
受
精
の
場
所
、
妊
娠
・
出
産
す
る
母
体
の
選
択
な
ど
空
間
的
な

自
由
度
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
精
子
、
卵
子
、
受
精
卵
の

凍
結
保
存
技
術
は
時
間
秩
序
の
も
と
に
進
行
し
て
い
た
生
殖
プ
ロ
セ

ス
の
一
部
を
時
間
的
制
約
か
ら
解
き
放
っ
た
。
死
後
に
子
供
を
つ
く

る
こ
と
さ
え
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
的
・
時
間

的
自
由
度
の
増
大
は
様
々
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
。

　

例
え
ば
代
理
懐
胎
や
死
後
生
殖
は
、
従
来
の
社
会
で
は
想
定
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
社
会
的
問
題
と
し
て

家
族
関
係
の
複
雑
化
が
あ
る
。
体
外
受
精
と
代
理
懐
胎
は
遺
伝
上
の

父
母
、
出
産
の
母
、
育
て
の
父
母
と
い
う
重
層
的
な
家
族
関
係
を
生

み
出
す
。
ま
た
、
提
供
者
に
よ
る
精
子
や
卵
子
を
使
用
し
た
場
合
に

は
生
ま
れ
て
き
た
子
供
の
側
の
出
自
を
知
る
権
利
を
認
め
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
。
法
律
的
問
題
に
は
嫡
出
子
の
問
題
が

あ
る
。
現
在
の
法
律
は
出
産
し
た
母
を
法
律
上
の
母
と
し
て
い
る
。

代
理
母
に
よ
る
出
産
で
生
ま
れ
た
子
供
は
、
遺
伝
的
に
依
頼
者
夫
婦

の
子
供
で
あ
っ
て
も
、
産
ん
だ
母
が
法
律
上
の
母
で
あ
る
。
凍
結
精

子
に
よ
る
三
〇
一
日
以
降
の
死
後
出
産
児
に
は
法
律
上
の
母
は
存
在

す
る
が
父
が
死
亡
し
て
い
る
た
め
非
嫡
出
子
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
財

産
分
与
の
権
利
関
係
も
複
雑
に
な
る
。
経
済
的
問
題
と
し
て
は
空
間

的
・
時
間
的
制
約
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
高
額
な
経
済
的
代
償
が

必
要
に
な
る
。

　

第
三
の
問
題
発
生
の
原
因
は
、
技
術
の
適
用
範
囲
の
制
限
に
規
範

が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
子
供
を
持
つ
権
利
は
基
本
的

人
権
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
婚
姻
関
係
に
あ

る
男
女
の
子
供
を
持
つ
権
利
は
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
法
的
な
婚
姻
関
係
に
な
く
て
も
事
実
婚
な

ら
ば
子
供
を
持
つ
権
利
は
あ
る
。
例
え
ば
養
子
縁
組
に
よ
る
子
供
な

ら
ば
、
単
身
者
で
も
、
同
性
婚
者
で
も
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
男

性
の
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
子
供
を
持
つ
権
利
が
有
り
、
代
理
懐
胎
に
よ

る
子
供
を
持
つ
権
利
は
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
存
在
す
る
。

　

例
え
ば
国
に
よ
っ
て
は
、
身
体
的
な
運
動
能
力
の
高
い
ス
ポ
ー
ツ
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選
手
の
精
子
と
卵
子
を
そ
れ
ぞ
れ
入
手
し
、
妻
に
夫
婦
間
の
子
供
と

し
て
全
く
遺
伝
的
継
承
の
な
い
子
供
を
産
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

多
く
の
国
で
は
自
己
と
同
一
の
遺
伝
子
を
持
っ
た
ク
ロ
ー
ン
ベ
イ
ビ

ー
を
産
生
す
る
こ
と
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
国
に
行
け
ば
技
術
的
に
は
産
生
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
旦
、

社
会
に
導
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
技
術
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
の
は

極
め
て
困
難
で
あ
る
。
が
ん
治
療
は
が
ん
の
治
療
に
し
か
応
用
で
き

な
い
が
、
生
殖
補
助
医
療
は
生
殖
補
助
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
に
は

有
り
得
な
か
っ
た
生
殖
方
法
を
実
現
す
る
医
療
で
有
り
、
そ
の
適
用

範
囲
に
つ
い
て
は
厳
格
な
規
範
が
必
要
と
考
え
る
。

　

第
四
の
問
題
発
生
の
原
因
は
治
療
へ
の
依
存
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
生
殖
補
助
医
療
は
最
初
か
ら
高
度
な
治
療
が
行
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
タ
イ
ミ
ン
グ
法
な
ど
の
妊
娠
指
導
か
ら
、
男
女
そ
れ

ぞ
れ
の
不
妊
原
因
の
検
査
、
発
見
さ
れ
た
障
害
に
対
応
し
た
妊
娠
確

率
向
上
対
策
が
行
わ
れ
る
。
妊
娠
で
き
な
い
場
合
に
は
人
工
授
精
、

体
外
受
精
、
受
精
卵
診
断
後
の
体
外
受
精
へ
と
、
数
周
期
サ
イ
ク
ル

毎
に
漸
進
的
に
治
療
が
行
わ
れ
る
。
不
妊
・
不
育
症
の
原
因
特
定
は

極
め
て
困
難
で
あ
り
、
生
殖
補
助
医
療
に
よ
る
周
期
サ
イ
ク
ル
当
た

り
の
妊
娠
成
功
率
は
低
い
。
今
度
は
上
手
く
い
く
、
今
度
は
上
手
く

い
く
と
期
待
し
て
は
失
敗
し
、
治
療
期
間
の
長
期
化
と
と
も
に
高
年

齢
化
し
妊
娠
確
率
が
悪
く
な
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
次
第
に
精

神
的
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
事
が
多
い
。
成
功
す
る
確
率
も
あ
る
の

で
、
途
中
で
止
め
る
こ
と
も
出
来
ず
に
、
次
第
に
高
度
な
生
殖
補
助

医
療
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
精
神
的
に
も
、
時
間
的
・
経
済
的

に
も
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
問
題
に
展
開
し
て
い
く
。

３
．
浄
土
宗
と
し
て
如
何
に
対
応
す
べ
き
か

　

生
殖
補
助
医
療
は
そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
厳
格
な
規
範
が
必
要

な
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
生
物
種
の
根
幹
を
形
成
す

る
生
殖
方
法
を
異
質
な
も
の
へ
変
え
る
能
力
を
も
っ
た
技
術
だ
か
ら

で
あ
り
、
様
々
な
社
会
的
・
法
律
的
・
経
済
的
・
精
神
的
問
題
を
引

き
起
こ
す
医
療
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
こ
の
問
題
に
浄
土
宗
と
し
て

ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
か
。

①
基
本
的
視
点

　

浄
土
宗
と
し
て
教
義
の
上
か
ら
規
範
を
構
築
す
る
こ
と
は
甚
だ
難

し
い
こ
と
だ
が
、
技
術
の
適
用
に
対
し
て
「
法
爾
」
を
適
用
す
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
ろ
う
。
法
爾
と
は
、
諸
物
が
そ
の
性
質
の
と
お
り

に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
生

殖
に
関
し
て
は
自
然
（
じ
ね
ん
）
に
ま
か
せ
る
。
つ
ま
り
、
生
殖
プ

ロ
セ
ス
へ
の
人
為
的
関
与
は
最
小
限
に
止
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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最
小
限
と
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
男
女
間
を
逸
脱
し
な
い
空
間
的
範
囲

で
あ
り
、
自
然
の
時
間
的
秩
序
の
範
囲
内
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明

ら
か
な
原
因
が
特
定
さ
れ
る
不
妊
・
不
育
症
の
医
療
行
為
と
し
て
の

み
こ
れ
を
認
め
、
提
供
者
の
精
子
・
卵
子
・
受
精
卵
、
代
理
懐
胎
は

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律
的
に
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め

に
は
厳
密
な
定
義
が
必
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
基
本
的
視
点
を
提
供
し

浄
土
宗
に
お
け
る
議
論
の
端
緒
に
し
た
い
と
考
え
る
。

②
子
供
の
い
な
い
人
々
へ
の
対
応

　

こ
こ
で
提
示
し
た
基
本
的
視
点
は
、
現
状
進
行
し
て
い
る
生
殖
補

助
医
療
の
範
囲
を
狭
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
を
欲
し
い

と
念
願
し
て
い
る
人
々
に
厳
し
い
状
況
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
浄
土
宗
と
し
て
は
子
供
の
い
な
い
人
々
を
全
力
で
サ
ポ
ー
ト

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
子
供
を
欲
し
い
と
す
る
願
望
は
、
結
婚
し
た

ら
子
供
を
産
み
育
て
る
の
が
当
た
り
前
と
い
う
、
社
会
的
な
価
値
意

識
の
押
し
つ
け
も
一
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
に
お

い
て
も
入
檀
時
や
墓
地
の
分
譲
時
に
継
承
者
の
存
在
を
確
認
し
た
り

す
る
。
寺
院
に
お
い
て
継
承
者
の
い
な
い
墓
地
は
将
来
的
な
問
題
を

内
包
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
動
が
是
非
子

供
が
欲
し
い
と
い
う
願
望
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

入
檀
時
や
墓
地
分
譲
時
の
条
件
と
し
て
嫡
出
子
継
承
を
強
調
し
な
い

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供
が
い
な
い
が
充
実
し
た
信
仰
生

活
（
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
）
を
提
案
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
寺
院

を
中
心
と
し
た
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
も
一
つ
の
提
案
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
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【
は
じ
め
に
】

　
昨
年
、
仏
教
徒
（
あ
る
い
は
仏
教
学
徒
）
側
か
ら
み
た
「
仏
教
福

祉
」
の
一
例
と
し
て
、
水
谷
幸
正
氏
の
論
じ
た
「
仏
教
即
福
祉
」
を

挙
げ
た
。
今
回
は
、
こ
の
立
場
と
異
な
る
社
会
科
学
と
し
て
の
主
張

で
あ
り
、
あ
る
文
献
に
は
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
の
先
駆
者
と
評

さ
れ
る
孝
橋
正
一
氏
の
見
解
を
挙
げ
、
ま
た
「
仏
教
福
祉
」
術
語
整

理
の
た
め
、
水
谷
幸
正
氏
所
説
「
仏
教
即
福
祉
」
と
の
関
連
も
考
察

し
た
い
。

【
孝
橋
正
一
氏
の
主
張
す
る
「
仏
教
社
会
事
業
」】

　
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
八
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
社
会
科
学
と
仏

教
』（
創
元
社
）
で
氏
は
、「
仏
教
社
会
事
業
」
を
現
代
的
課
題
と
し

て
把
握
す
る
と
き
、
歴
史
的
・
社
会
的
関
係
を
欠
い
た
認
識
の
も
と
、

超
越
的
な
慈
悲
の
適
用
や
仏
教
的
形
式
や
行
事
を
機
械
的
に
適
用
す

る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
反
仏
教
的
実
践
に
転
落
す
る
事
を
指
摘
す
る

（
一
八
二
～
一
八
三
頁
。
引
用
文
省
略
）。

　
更
に
、
海
野
幸
徳
・
浅
野
研
真
・
守
屋
茂
・
長
谷
川
良
信
・
森
永

松
信
（
敬
称
略
、
同
書
収
録
順
。）
の
説
く
「
仏
教
社
会
事
業
」
に

つ
い
て
言
及
し
、
社
会
科
学
と
し
て
の
認
識
や
仏
教
と
社
会
科
学
の

結
合
様
式
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
批
判
を
述
べ
て
い
る
（
同
書
、

第
六
章
、
一
九
一
～
二
一
九
頁
。
文
章
省
略
）。

　
た
だ
一
方
で
、
氏
は
、
仏
教
教
理
自
体
に
は
大
き
な
期
待
を
抱
い

て
い
る
。
同
書
の
中
、「
仏
教
社
会
事
業
」（
今
は
便
宜
上
、「
仏
教

（
社
会
）
福
祉
」
と
も
し
て
お
く
）
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

仏
教
原
理
（
精
神
）
は
、
社
会
事
業
に
お
け
る
主
体
的
契
機
と

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
③

─
孝
橋
正
一
氏
の
主
張
す
る
「
仏
教
社
会
事
業
」
─

上　

田　

千　

年
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し
て
は
、
実
践
的
に
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
人
間
の
内
面
的
自
覚
の
確
立
に
よ
っ
て
―
し
か
も
そ
れ

は
倫
理
的
・
心
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
無
我
の
体
認
に
よ
る

自
己
否
定
を
媒
介
と
し
た
真
実
の
自
我
の
肯
定
に
よ
っ
て
―
、

い
か
な
る
事
態
に
の
ぞ
ん
で
も
、
不
動
の
信
念
と
情
熱
的
な
行

為
を
よ
び
さ
ま
し
、
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
姿
勢
・
態
度
を

人
間
に
与
え
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
、
そ
こ
か
ら
人
間
か
ら
隔

絶
し
た
絶
対
的
な
、
ま
た
初
発
の
創
造
と
し
て
の
神
の
存
在
を

必
要
と
し
な
い
の
で
、
哲
学
的
反
省
に
も
た
え
、
科
学
と
も
矛

盾
し
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
主
体
的
契
機
が
近
代
・

現
代
社
会
の
な
か
に
社
会
的
（
社
会
事
業
的
）
に
表
現
さ
れ
る

場
合
に
は
、
社
会
事
業
家
を
媒
介
主
体
な
い
し
担
い
手
と
し
て
、

み
ず
か
ら
を
客
観
的
（
客
体
的
）
条
件
の
な
か
に
自
己
実
現
し

て
い
く
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
社
会
事
業
は
、
そ
の
理
想
的
姿
に
お

い
て
は
、
仏
教
に
つ
い
て
は
沈
黙
の
ま
ま
、
そ
の
主
体
の
お
こ

な
う
社
会
事
業
活
動
が
、
社
会
科
学
の
理
論
と
法
則
の
し
め
す

指
針
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
合
致
し
た
方
向
と
方
法
で
な
さ
れ
、

そ
の
こ
と
の
な
か
に
仏
教
精
神
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
で
て
い

る
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
同
書
一
九
〇
頁
。）

　
こ
れ
は
社
会
科
学
か
ら
み
た
「
仏
教
社
会
事
業
」
の
姿
勢
と
い
え

よ
う
（
詳
細
は
同
書
、
第
六
章
、
一
八
七
～
二
一
九
頁
参
照
）。
ま

た
同
時
期
に
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
創
立
も
重
な
り
、
社
会
科
学

の
領
域
か
ら
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
あ
る
い
は
「
仏
教
社
会
事

業
」
に
関
し
て
数
多
く
論
じ
ら
れ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。

　
同
書
の
あ
と
が
き
に
拠
る
と
、
孝
橋
氏
は
仏
教
の
現
代
化
（
社
会

化
）
と
共
に
、
社
会
科
学
と
現
代
仏
教
、
仏
教
と
社
会
事
業
の
相

即
・
融
合
（
こ
の
語
は
孝
橋
氏
に
よ
る
）
に
関
し
て
、
体
系
的
に
提

示
す
る
た
め
に
著
述
し
た
と
あ
る
（
そ
の
た
め
の
慈
悲
と
菩
薩
行
に

関
す
る
氏
の
見
解
も
あ
る
が
本
発
表
と
関
連
し
な
い
の
で
割
愛
）。

そ
し
て
こ
の
書
を
通
じ
て
切
実
な
希
望
が
あ
る
と
述
べ
る
。

や
は
り
仏
教
家
が
社
会
的
な
問
題
や
施
策
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ

に
つ
い
て
発
言
す
る
場
合
に
は
、
社
会
科
学
に
対
す
る
正
し
い

認
識
、
そ
の
理
論
と
法
則
に
関
す
る
理
解
を
も
っ
て
ほ
し
い
し
、

逆
に
社
会
学
者
も
ま
た
仏
教
に
対
す
る
認
識
と
理
解
を
深
め
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
対
話
の
場
が
で
き
、
そ
れ
が
双
方
の
よ
り
よ
い
理
解
と

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
的
・
学
問
的
水
準
の
高
揚
に
役
立
つ
は
ず
だ
、
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と
わ
た
し
は
お
も
っ
て
い
る
（
同
書
二
九
三
頁
）。

【
仏
教
と
社
会
科
学
の
結
合
】

　
そ
の
後
、
対
話
の
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
仏
教
福
祉
』
第
四
号

（
一
九
七
七
、
佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
。）
に
「
仏
教
と
社

会
事
業
の
結
合
様
式
―
仏
教
社
会
事
業
研
究
に
お
け
る
社
会
科
学
的

方
法
―
」（
目
次
で
は
何
故
か
〔
佛
教
と
社
会
福
祉
事
業
〕
と
い
う

表
題
。
四
～
二
四
頁
。）
を
寄
稿
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
誤
っ
た
、
仏
教
と
社
会
科
学
の
結
合
様
式
を
三
つ
挙
げ

て
い
る
。

　
第
一
は
、「
な
ん
ら
か
の
程
度
に
自
己
犠
牲
を
と
も
な
う
愛
他
的

行
為
や
公
共
的
利
益
に
な
る
救
済
事
業
を
、
仏
教
の
名
に
お
い
て
、

為
政
者
ま
た
は
仏
教
家
〔
僧
侶
〕
が
行
う
場
合
、
そ
れ
を
仏
教
社
会

事
業
と
名
づ
け
て
認
識
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
、
慈
悲
と
菩
薩
道
が
発
露
し
、
実
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

時
代
や
体
制
の
相
異
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
こ
に
仏
教
社
会
事
業
が

存
在
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
う
し
て
仏
教
社
会
事
業
は
シ
ャ

ー
キ
ャ
ム
ニ
自
身
や
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
日
本
で
は
聖
徳
太
子
や
光

明
皇
后
な
ど
か
ら
初
ま
っ
て
社
会
主
義
の
未
来
社
会
ま
で
つ
ら
な
る

仏
教
的
救
済
の
一
連
の
環
が
仏
教
社
会
事
業
と
判
断
さ
れ
る
。」（
七

～
八
頁
。）

　
第
二
は
、「（
前
略
）
社
会
を
構
成
す
る
各
個
人
が
一
切
の
根
底
に

仏
教
を
す
え
、
仏
教
精
神
〔
無
明
か
ら
の
解
放
、
慈
悲
と
智
慧
〕
に

も
と
づ
い
て
実
践
す
る
よ
う
心
掛
け
る
な
ら
、
社
会
は
住
み
よ
く
調

和
あ
る
も
の
と
な
り
、
労
資
の
協
調
が
行
わ
れ
て
デ
モ
や
ス
ト
の
必

要
が
無
く
な
り
、
国
際
間
の
紛
争
や
戦
争
も
消
滅
し
、
地
球
に
平
和

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。」（
八
頁
。）

　
第
三
は
、「
社
会
科
学
は
（
中
略
）
客
観
的
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
人
間
の
不
在
、
主
体
性
の
忘
却
ま
た
は
欠

落
と
い
う
自
体
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
社
会
科
学
が
人
間

性
と
主
体
性
を
と
り
も
ど
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
仏
教
精
神
を

導
入
し
、
社
会
科
学
の
根
底
に
仏
教
を
抱
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
社
会
科
学
が
人
間
的
な
も
の
に
な
り
得
る
、
と
い
う

考
え
方
で
あ
る
。」（
八
頁
。）

　
と
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
批
判
を
論
じ
て
い
る

（
一
部
に
つ
い
て
水
谷
氏
の
比
較
の
際
に
後
述
す
る
）。
そ
し
て
仏
教

と
社
会
科
学
の
統
一
（
孝
橋
氏
に
拠
る
。）
の
た
め
に
、
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。

仏
教
は
人
間
的
な
生
の
現
実
の
、
内
的
世
界
に
お
け
る
主
体
的

な
自
覚
、
し
た
が
っ
て
心
の
平
安
と
行
動
へ
の
発
条
と
な
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
純
粋
で
あ
っ
て
透

明
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
外
的
世
界
の
論
理
や
法

則
性
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
仏
教
の
こ
の
内
的
世
界
の
論
理
を

そ
の
ま
ま
外
的
世
界
の
論
理
ま
で
延
長
し
、
そ
れ
と
す
り
変
え

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

外
的
世
界
に
お
け
る
歴
史
的
・
社
会
的
矛
盾
の
現
実
に
目
を
伏

せ
て
、
人
間
は
心
の
持
ち
方
次
第
で
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
っ

た
よ
う
な
心
理
的
転
換
の
操
作
技
術
に
仏
教
を
転
落
さ
せ
て
も

よ
い
も
の
で
も
な
い
。（
中
略
）
そ
れ
で
は
内
的
世
界
を
支
配

す
る
論
理
（
仏
教
）
と
外
的
世
界
を
支
配
す
る
論
理
（
社
会
科

学
）
と
は
、
人
間
（
個
人
）
を
媒
介
と
し
て
ど
の
よ
う
に
正
し

く
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仏
教

の
原
理
と
精
神
の
対
象
的
外
化
で
あ
り
、
進
ん
で
言
え
ば
、
仏

教
が
み
ず
か
ら
を
社
会
科
学
法
則
の
な
か
に
自
己
実
現
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
た
人
間
（
個
人
）
が
行
動

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。（
中
略
）
資
本
と
富
裕
の
階
級
に
属

す
る
人
々
は
、
価
値
の
顛
倒
と
人
間
疎
外
の
社
会
に
生
き
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
上
の
利
益
を
得
て
い
る
た
め
に
、

社
会
科
学
法
則
の
指
示
す
る
外
的
世
界
の
真
理
の
う
ち
、
自
分

に
好
都
合
な
よ
う
そ
れ
を
解
釈
し
た
り
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の

認
識
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
労
働
と
貧
困
の

階
級
に
属
す
る
人
も
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
上
の
不

利
益
を
蒙
り
な
が
ら
、
近
視
的
に
眼
前
の
利
害
関
係
に
し
が
み

つ
く
か
、
ま
た
支
配
者
の
ふ
り
ま
く
虚
像
の
真
理
に
振
り
ま
わ

さ
れ
て
自
己
自
身
の
歩
む
べ
き
真
理
の
進
路
を
見
失
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。（
中
略
）
内
的
世
界
の
真
理
（
仏
教
）
が
外
的
世

界
の
論
理
（
社
会
科
学
）
に
自
己
実
現
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
、
総
て
の
人
々
は
―
資
本
家
も
富
裕
者
も
、
労

働
者
や
貧
困
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
内
容
が
異
な
っ
て
い

る
に
し
て
も
―
そ
の
現
実
の
生
活
実
践
を
社
会
科
学
の
法
則
と

論
理
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
反
省
と
批
判

を
試
み
つ
つ
、
歴
史
的
・
社
会
的
真
実
の
実
現
に
む
か
っ
て
、

た
ゆ
み
な
い
努
力
を
続
け
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
（
二
二
～
二

四
頁
）。

　
以
上
、（
今
後
、
諸
説
と
比
較
検
討
の
必
要
が
あ
る
た
め
）
長
い

引
用
と
な
っ
た
が
、
社
会
科
学
か
ら
み
た
「
仏
教
社
会
事
業
」、
仏

教
と
社
会
科
学
と
の
結
合
様
式
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。
他
に
異
論
・

反
論
も
み
ら
れ
ず
、
現
在
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
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こ
れ
以
後
の
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
理
論
構
築
の
基
礎
と
な
っ
た

と
種
々
の
文
献
は
伝
え
て
い
る
。

　
た
だ
、
筆
者
は
孝
橋
正
一
氏
の
著
述
の
中
で
、「
仏
教
（
社
会
）

福
祉
」
と
い
う
語
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
記
憶
す
る
。
少
な
く
と
も

孝
橋
正
一
氏
は
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
は
論
じ
て
い
な
い
筈
な
の

だ
が
、
多
く
の
文
献
が
、
氏
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
を
「
仏
教

（
社
会
）
福
祉
」
論
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

【
水
谷
幸
正
氏
が
主
張
し
た
「
仏
教
即
福
祉
」
と
の
比
較
】

　
さ
て
、
昨
年
発
表
し
た
水
谷
氏
の
見
解
は
、
仏
教
徒
を
代
表
し
た

主
張
と
い
え
る
が
、
そ
の
特
徴
は
当
然
、
仏
教
を
主
と
す
る
点
に
あ

る
。「
わ
た
く
し
の
意
図
す
る
佛
教
社
会
福
祉
学
は
、
社
会
科
学
の

一
科
と
い
う
佛
教
福
祉
論
で
は
な
く
、
佛
教
プ
ロ
パ
ー
か
ら
の
必
然

的
展
開
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

佛
教
が
人
間
社
会
へ
展
開
す
る
に
は
社
会
福
祉
と
い
う
形
態
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
展
開
の
し
か
た
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佛
教
理
念
が
人
間
に
受
け
止

め
ら
れ
実
現
さ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
社
会
福
祉
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

（
中
略
）、「
佛
教
即
福
祉
」
と
い
う
持
業
釈
が
わ
た
く
し
の
め
ざ
す

立
場
で
あ
る
。」（
水
谷
幸
正
〔
佛
教
社
会
福
祉
学
の
意
図
す
る
も

の
〕《
佛
教
福
祉
》
創
刊
号
、
佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
、

一
九
七
五
。）

　
た
だ
し
、
こ
の
見
解
は
「
仏
教
即
福
祉
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、

現
状
、
間
違
っ
た
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
論
と
扱
わ
れ
て
い
る

（
詳
細
は
昨
年
発
表
の
拙
稿
を
。《
仏
教
論
叢
》
五
十
五
号
、
二
〇
一

一
）。

　
主
た
る
理
由
は
、「
福
祉
」
あ
る
い
は
「
社
会
福
祉
」
の
語
義
が

水
谷
氏
独
自
の
解
釈
に
基
づ
く
点
と
、
仏
教
が
万
能
あ
る
い
は
至
上

で
あ
る
か
の
よ
う
に
周
囲
か
ら
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
因
る
。

　
そ
れ
は
、
孝
橋
氏
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
と
の
比
較
検
討
の
結

果
と
考
え
る
。
前
述
の
孝
橋
氏
の
分
類
し
た
三
つ
の
誤
っ
た
結
合
様

式
に
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
水
谷
説
は
、
第
三
に
も
抵
触
し
て
い
る
が

（
当
時
、
水
谷
氏
は
〔
仏
教
福
祉
〕
あ
る
い
は
〔
仏
教
社
会
福
祉
〕

を
社
会
科
学
の
一
科
と
捉
え
て
い
な
い
の
で
）、
第
二
の
過
誤
と
な

る
。「
佛
教
理
念
が
人
間
に
受
け
止
め
ら
れ
実
現
さ
れ
た
も
の
を
す

べ
て
社
会
福
祉
と
い
う
立
場
で
あ
る
。」
と
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か

に
孝
橋
氏
の
述
べ
た
、
内
的
世
界
の
論
理
が
外
的
世
界
に
ま
で
延
長

さ
れ
、
外
的
世
界
の
論
理
と
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
が
常
に

つ
き
ま
と
う
。
結
果
、
現
実
社
会
で
の
真
実
追
究
ま
で
も
著
し
く
減

殺
す
る
危
惧
も
伴
う
、
と
な
る
。
た
め
に
、
こ
の
水
谷
氏
の
立
場
に
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関
し
て
上
田
千
秋
氏
は
「
科
学
以
前
の
認
識
」
と
痛
烈
に
批
判
し
て

い
る
（
詳
し
く
は
次
の
機
会
と
し
た
い
）。

【「
仏
教
福
祉
」
と
「
仏
教
社
会
福
祉
」
と 

「
仏
教
社
会
事
業
」
と
は
同
義
か
？
】

　
さ
て
、
表
題
の
「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
が
残
さ
れ
た
。
発
表
者

は
近
年
の
資
料
を
頼
り
に
、
孝
橋
氏
の
著
述
の
中
に
も
「
仏
教
福

祉
」
と
い
う
語
の
用
例
が
見
つ
か
る
と
考
え
て
い
た
。
現
在
、
孝
橋

氏
の
説
く
「
仏
教
社
会
事
業
」
と
前
述
の
結
合
様
式
が
、
戦
後
「
仏

教
社
会
福
祉
」
理
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
異

論
は
な
い
。
ま
た
種
々
の
文
献
は
孝
橋
氏
の
「
仏
教
福
祉
」
あ
る
い

は
「
仏
教
社
会
福
祉
」
論
と
あ
る
。
た
だ
前
述
の
通
り
孝
橋
氏
の
文

献
を
調
べ
た
際
、「
仏
教
社
会
福
祉
」・「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
語
が

見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
い
つ
か
ら
孝
橋
氏
の
「
仏
教
社
会

事
業
」
論
は
「
仏
教
社
会
福
祉
」
あ
る
い
は
「
仏
教
福
祉
」
と
呼
称

さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
中
、
氏
の
著
述
を
概
観
す
る
う
ち

次
の
一
文
を
見
つ
け
た
。「
社
会
福
祉
」
と
言
う
語
に
関
す
る
見
解

で
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
一
言
、
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
書
で

「
社
会
福
祉
」
と
い
う
用
語
が
括
弧
づ
き
に
な
っ
て
い
る
理
由

は
次
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
私
達
が
研
究
課
題
と
し
て
い
る
あ
る

特
定
の
共
通
し
た
社
会
現
象
に
つ
い
て
、
社
会
事
業
、
社
会
事

業
政
策
、
社
会
福
祉
、
社
会
福
祉
事
業
、
社
会
福
祉
政
策
な
ど

表
現
の
異
な
る
用
語
が
存
在
し
て
い
て
、
こ
れ
を
一
つ
に
絞
っ

て
統
一
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、
ま
た
賢
明
な
措
置
で
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
意
味
を
込
め
て
、
以
上
の
う
ち
の
い
づ
れ
か

の
用
語
を
と
り
あ
げ
て
使
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
機
械
的
に

統
一
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
混
乱
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
こ
で
「
社
会
福
祉
」

と
い
う
括
弧
づ
き
の
表
現
の
仕
方
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

色
々
の
別
の
表
現
も
現
実
に
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
か
り

に
そ
の
同
一
の
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
「
社
会
福
祉
」
と
い
う

表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
…
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
る
こ
と

に
読
者
は
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
（
孝
橋
正
一
編
著
《
現
代

「
社
会
福
祉
」
政
策
論
―
「
日
本
型
社
会
福
祉
」
批
判
―
》
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
福
祉
選
書
③
、
一
九
八
二
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
序

よ
り
）。
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孝
橋
氏
は
各
研
究
者
に
配
慮
し
前
述
の
一
連
の
用
語
を
任
意
に
置

き
換
え
ず
、
所
謂
「
社
会
福
祉
」
と
し
た
。
ま
た
一
方
、
自
身
は

「
社
会
福
祉
」
を
は
じ
め
、「
～
福
祉
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
い
。

　
な
ら
ば
「
仏
教
福
祉
」
の
語
を
用
い
る
可
能
性
は
著
し
く
低
い
。

　
た
め
に
、
現
時
点
で
発
表
者
は
、「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
概
念
の

定
立
が
未
だ
な
さ
れ
ず
、
混
乱
を
生
じ
る
の
は
、「
仏
教
社
会
事
業
」

「
仏
教
社
会
福
祉
」「
仏
教
福
祉
」
と
い
う
専
門
用
語
と
し
て
扱
う
べ

き
一
連
の
術
語
が
、
安
易
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
に
一
因
が
あ

る
と
考
え
る
。

　
こ
の
点
か
ら
今
一
度
「
仏
教
即
福
祉
」
を
含
む
水
谷
氏
の
見
解
も

再
考
し
た
い
。
従
来
、
上
田
千
秋
氏
を
は
じ
め
と
す
る
水
谷
氏
へ
の

批
判
は
、
孝
橋
氏
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
が
基
礎
に
あ
る
。
ま
た

現
状
の
「
仏
教
福
祉
」
も
「
仏
教
社
会
福
祉
」
そ
の
延
長
線
に
あ
る

と
み
て
よ
い
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
孝
橋
氏
は
と
く
に
「
社
会
福

祉
」
を
「
社
会
事
業
」
の
意
味
で
限
定
し
な
い
。
氏
の
述
べ
た
「
仏

教
社
会
事
業
」
は
仏
教
と
社
会
科
学
の
結
合
様
式
を
「
仏
教
福
祉
」

と
述
べ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
現
状
、
孝
橋
氏
著
述
の
「
仏
教
社
会
事
業
」
論
に
於
い
て
は
「
仏

教
社
会
事
業
」
＝
「
仏
教
（
社
会
）
福
祉
」
と
す
る
根
拠
は
み
つ
か

ら
な
い
。
ま
た
氏
の
「
社
会
福
祉
」
の
語
の
扱
い
か
ら
も
「
孝
橋
氏

が
仏
教
（
社
会
）
福
祉
理
論
を
構
築
し
た
。」
と
す
る
の
は
後
代
の

研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
判
断
す
る
。

　
た
め
に
、
水
谷
氏
所
説
「
仏
教
即
福
祉
」
と
の
比
較
検
討
す
べ
き

点
に
も
差
異
が
生
じ
る
。
そ
こ
に
も
「
仏
教
社
会
事
業
」「
仏
教
社

会
福
祉
」「
仏
教
福
祉
」
の
語
の
言
い
換
え
や
混
同
が
含
有
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

【
結
語
に
代
え
て
】

　
孝
橋
正
一
氏
の
「
仏
教
社
会
事
業
論
」
は
社
会
科
学
か
ら
み
た
、

こ
の
領
域
に
於
け
る
精
緻
な
理
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
含
め

種
々
の
各
自
の
見
解
を
安
易
に
「
仏
教
福
祉
」
あ
る
い
は
「
仏
教
社

会
福
祉
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
、
孝
橋
氏
が
「
社
会
福
祉
」
を
括

弧
づ
き
に
し
た
よ
う
な
配
慮
が
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
混
乱
の
種
と

な
る
。
結
果
、
今
ま
で
な
さ
れ
た
「
仏
教
社
会
事
業
」「
仏
教
社
会

福
祉
」「
仏
教
福
祉
」
に
み
ら
れ
る
比
較
検
討
に
関
し
て
、
そ
れ
ら

の
語
義
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
安
易
な
言
い
換
え
の
有
無
を
念
頭
に

置
い
た
検
討
も
必
要
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
水
谷
氏
に
対
す
る
上
田
千
秋
氏
の
批
判
を
中
心
に
、

次
回
に
検
討
す
る
こ
と
を
約
束
し
本
発
表
を
終
え
る
。
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一　

基
礎
資
料
、
補
足
資
料

　

年
来
調
査
し
た
江
戸
時
代
の
青
森
県
西
部
（
旧
津
軽
領
）
の
浄
土

宗
諸
寺
院
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
天
明
年
代
分
を
除
い
て
明
治
維
新

直
前
ま
で
の
概
観
を
ひ
と
通
り
終
え
た
。
と
こ
ろ
が
以①

前
に
宝
永
・

正
徳
年
間
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
際
、
心
誉
蓮
池
の
活
動
と
白
狐
寺

の
開
創
と
い
う
出
来
事
の
資
料
が
質
量
と
も
に
多
大
で
、
他
の
時
期

に
例
の
な
い
そ
れ
ら
の
言
及
を
し
た
の
み
で
あ
り
他
の
こ
と
に
触
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
無
視
し
た
形
に
な
っ
て
い
た
部
分
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。
宝
永
と
正
徳
を
合
わ
せ
て
扱
う
必
然
性
は
な
い
が
、
年

号
区
切
り
で
十
五
年
程
度
で
分
け
る
の
が
各
時
期
ご
と
の
特
徴
を
つ

か
み
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。

　

基
礎
資
料
は
『
弘②

前
藩
庁
日
記
』（
以
下
『
國
日
記
』）
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
も
の
は
一
記
事
あ
た
り
の
記
述
分
量
が
多
く
、
か
な
り

長
文
の
も
の
や
、
細
か
な
裏
事
情
ま
で
記
載
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。

補
足
資
料
と
し
て
『
盛③

岡
藩
雑
書
』
と
秋
田
の
『
國④

典
類
抄
』
を
用

い
て
い
る
。

二　

栄
源
院
百
回
忌
法
要

　

僧
録
貞
昌
寺
は
月
窓
山
栄
源
院
と
号
し
、
初
代
藩
主
の
母
桂
屋
貞

昌
大
姉
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
京
極
誓
願
寺
五
八
世
岌
山
弟
子
の
岌

禎
法
庵
を
開
山
に
迎
え
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
大
光
寺
村

（
平
川
市
）
に
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
縁
起
は
寺
の
開

創
が
先
に
な
る
の
で
首
肯
し
が
た
い
。
し
か
し
桂
屋
貞
昌
大
姉
は
同

寺
の
開
基
で
あ
り
、
寺
号
か
ら
も
そ
の
因
縁
は
明
ら
か
で
あ
る
。
生

前
の
投
資
に
よ
る
開
寺
と
み
れ
ば
、
一
応
矛
盾
は
避
け
ら
れ
よ
う
か
。

　

栄
源
院
殿
月
窓
妙
輪
大
姉
と
は
二
代
藩
主
の
生
母
で
慶
長
一
三
年

（
一
六
〇
八
）
五
月
死
去
、
以
降
同
寺
は
藩
主
の
側
室
や
夭
折
女
子

宝
永
・
正
徳
年
間
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院
情
勢

遠
　
藤
　
聡
　
明
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の
墓
所
（
裏
方
菩
提
所
）
と
な
っ
た
。
慶
長
年
代
に
は
藩
の
政
策
に

よ
り
弘
前
寺
町
へ
移
転
、
さ
ら
に
大
火
に
よ
り
慶
安
三
年
（
一
六
五

〇
）
に
現
在
の
新
寺
町
へ
と
、
二
度
の
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
。

　

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
は
栄
源
院
の
百
回
忌
と
な
る
。
こ
の
た

め
前⑤

年
九
月
に
貞
昌
寺
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
し
出
は
、
寺
内
の
修
復

か
ら
仏
具
類
の
新
調
、
法
要
次
第
や
式
衆
等
に
ま
で
及
ぶ
綿
密
な
企

画
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ほ
ぼ
原
型
通
り
に
採
録
さ

れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
時
期
の
『
國
日
記
』
の
特
徴
で
も
あ
る
。
雪

も
解
け
始
め
る
四⑥

年
二
月
に
は
修
復
人
足
と
畳
の
見
積
り
が
提
出
さ

れ
、
工⑦

事
規
律
と
言
う
べ
き
掟
札
が
出
さ
れ
て
い
る
。
四⑧

月
末
に
定

め
ら
れ
た
法
要
当
日
の
役
人
の
配
置
は
寺
社
奉
行
一
人
以
下
一
〇
名

に
及
ぶ
。
や
は
り
藩
か
ら
布
施
が
出
さ
れ
た
同
時
期
同
寺
の
施
餓
鬼

の
張
番
は
寺
社
奉
行
一
人
を
含
む
二
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
局
と
し

て
も
こ
の
法
会
を
重
視
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

法
式
的
に
は
五
月
一
一
日
の
夕
刻
か
ら
一
五
日
に
至
る
読
経
と
念

仏
を
主
体
と
し
た
も
の
で
、
浄
土
三
部
経
が
輪
読
さ
れ
て
は
い
る
が
、

阿
弥
陀
経
が
多
用
さ
れ
た
構
成
を
、
前
述
申
し
出
は
伝
え
て
い
る
。

出
仕
諸
寺
院
や
小
僧
へ
の
布
施
額
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

取
り
上
げ
な
い
。
心
誉
蓮
池
の
誓
願
寺
大
仏
再
興
開
眼
法
要
が
、
同

年
末
に
行
な
わ
れ
た
。
有
縁
両
寺
院
の
特
別
法
要
の
次
第
や
経
理
に

つ
い
て
は
、
改
め
て
考
察
し
た
い
。

三　

貞
昌
寺
入
誉
の
身
辺

　

前
項
栄
源
院
遠
忌
の
時
点
で
、
貞
昌
寺
は
入
誉
信
風
が
一
〇
世
住

職
で
あ
っ
た
。
宝
永
二
年
の
前
住
一
誉
良
専
清
南
の
隠
居
に
伴
う
人

事
で
あ
る
が
、『
國
日
記
』
に
は
「
秋⑨

田
大
館
之
入
誉
」
と
記
さ
れ

る
の
み
で
、
そ
の
経
歴
は
定
か
で
は
な
い
。
大
館
に
あ
っ
た
黒
谷
末

の
青
蓮
庵
と
、
何
ら
か
の
法
縁
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
良

号
を
も
た
な
い
貞
昌
寺
住
職
は
開
山
の
岌
禎
法
庵
、
二
世
の
良
誉
重

安
以
来
で
、
当
時
は
異
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
二
代
、
前
歴
不
明
で

他
領
出
身
ら
し
き
住
職
の
入
山
が
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
入
誉
信
風
は
貞
昌
寺
住
職
と
し
て
は
『
國
日
記
』
に
み
る
限

り
、
前
項
の
法
会
の
導
師
を
務
め
る
た
め
だ
け
に
任
命
さ
れ
た
よ
う

な
人
物
で
あ
る
。
法
要
の
年
末
に
発
生
し
た
抱
え
百
姓
（
藩
主
か
ら

の
寺
禄
六
〇
石
の
飯
米
を
実
際
に
供
給
し
た
農
民
と
み
ら
れ
る
）
の

ト
ラ
ブ
ル
は
同
人
の
責
任
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
隠
居
し

て
し
ま
う
。
目
立
つ
の
は
む
し
ろ
熊
谷
稲
荷
別
当
白
狐
寺
の
創
建
へ

の
関
与
で
あ
り
、
他
に
は
同
時
期
に
門
内
西
光
寺
住
職
と
な
っ
た
儀

山
と
大
善
寺
か
ら
白
狐
寺
に
転
住
と
な
っ
た
澄
水
が
弟
子
で
あ
る
こ
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と
が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
法
儀
で
は
な
い
稲
荷
の
修
法

を
な
ぜ
習
得
し
た
の
か
等
、
謎
め
い
た
人
物
で
あ
る
。

　

入
誉
が
隠
居
し
た
時
点
で
三
代
前
ま
で
の
隠
居
が
寺
内
に
存
命
で

あ
っ
た
一
方
、
後
住
は
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
法
務
を
継
続
し
、

（
上⑩

略
）
本
寺
専
稱
寺
ゟ
書
状
申
遣
候
は
、
未
現
住
之
躰
等
之

隠
居
之
由
不
届
候
、
早
々
引
込
可
然
と
申
遣
候
（
下
略
）

と
叱
責
さ
れ
た
。
こ
の
翌
年
に
決
ま
っ
た
後
住
は
「
於
上⑪

方
隠
道
」

し
て
ま
た
も
無
住
と
な
り
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
一
一
月
の
霊

誉
愚
鈍
の
入
山
ま
で
空
白
が
続
く
。
入
誉
は
享
保
九
年
（
一
七
二

四
）
年
六
月
寂
、
晩
年
は
白
狐
寺
に
起
居
し
た
よ
う
で
あ
る
。

四　

遊
行
上
人
廻
国
の
受
け
入
れ

　

遊
行
上
人
は
時
宗
の
法
主
で
あ
り
、
そ
の
廻
国
は
浄
土
宗
の
行
事

で
は
な
い
。
し
か
し
時
宗
寺
院
の
な
い
地
域
に
お
い
て
は
、
浄
土
宗

や
真
宗
に
会
所
や
宿
坊
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
正
徳
三
年
（
一
七
一

三
）
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
南
部
の
教
化
に
あ
た
っ
た
遊
行
四
九

代
一
法
上
人
は
四
月
、

五⑫

日
野
辺
地
ヘ
着
、
同
所
海
中
寺
一
宿
、
同
六
日
辰
刻
津
軽
領
ヘ

御
通
候
由
、
尤
御
境
二
本
級
迄
御
足
軽
先
払
相
出
候
（
下
略
）

と
津
軽
入
り
、『
國
日
記
』
に
記
載
は
み
ら
れ
な
い
が
七⑬

日
か
ら
青

森
正
覚
寺
に
て
賦
算
の
の
ち
、
一
四
日
に
貞
昌
寺
に
到
着
し
た
。

　

こ
の
時
期
の
遊
行
上
人
は
賓
客
待
遇
で
、
藩
主
の
接
待
も
あ
っ
た
。

粗
相
の
な
い
よ
う
に
と
役
配
か
ら
食
事
に
至
る
詳
細
な
段
取
り
の
記

録
が
、『
國⑭

日
記
』
に
残
っ
て
い
る
。
中
で
も
同
年
は
最
も
丁
重
な

対
応
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
、
受
け
入
れ
の
た
め
の
建
て
増
し
等
を
強

い
ら
れ
た
貞
昌
寺
は
次
第
に
困
窮
へ
と
向
か
う
。
財
政
難
の
原
因
は

廻
国
受
容
だ
け
で
は
な
い
が
、
疲
弊
の
一
因
に
は
違
い
な
い
。

　

遊
行
上
人
側
が
勝
手
放
題
食
い
散
ら
か
し
て
行
っ
た
よ
う
な
述
べ

方
に
な
っ
た
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

一⑮

青
銅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
貫
文

　
　
本
尊
之
前
ニ
置
之

今
朝
上
人
発
足
之
跡
ニ
修
領
軒
相
残
本
堂
并
座
敷
廻
リ
掃
除
仕
、

徳⑯

蔵
寺
呼
出
引
渡
罷
出
候
、
本
尊
江
燈
明
料
上
人
よ
り
差
上
置

候
由
ニ
て
罷
出
候
跡
ニ
て
見
申
候
処
、
右
之
通
上
ケ
置
候
由
徳
蔵

寺
を
以
貞
昌
寺
よ
り
相
断
候
由
昨
日
申
立
候
ニ

付
大
道
寺
隼

人
江
達
之
、
貞
昌
寺
江
納
置
候
様
（
下
略
）

と
、
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
秋
田
領
ヘ
出
立
、
そ
の
後
ほ
ぼ
五
月
い
っ

ぱ
い
秋
田
城
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
『
國
典
類
抄
』
や
『
遊
行
日
鑑
』

か
ら
知
ら
れ
る
。

　

廻
国
の
性
格
が
後
年
問
題
と
な
り
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）、
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幕
府
通
達
で
遊
行
上
人
の
修
行
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

遊⑰

行
上
人
當
時
廻
国
中
之
処
前
々
ゟ
仕
来
ニ
て
、
領
主
地
頭
之

取
扱
方
手
重
成
向
も
有
哉
ニ
相
聞
得
候
、
右
は
領
主
地
頭
ゟ
増

物
并
入
用
向
人
馬
等
差
出
候
仕
来
ニ
候
得
共
、
法
中
為
修
行
廻

国
之
儀
ニ
候
得
は
仕
来
ニ
不
拘
役
僧
江
申
談
、
可
成
上
致
省
略
差

支
無
之
程
ニ
取
計
、
不
苦
筋
ニ
候
事

過
度
の
接
待
は
無
用
と
の
確
認
で
あ
り
、
関
係
者
は
さ
ぞ
安
堵
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
八
〇
年
先
の
話
で
あ
る
が
。

五　

四
十
八
夜
の
盛
行

　

四
十
八
夜
は
鎌
倉
時
代
か
ら
の
浄
土
宗
の
法
会
で
あ
る
が
、
こ
の

頃
ま
で
に
衰
退
し
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
、
名
目
が
実
体
を
表
さ
な

く
な
っ
た
よ
う
で
、
十
日
十
夜
会
な
ど
も
類
似
の
事
情
に
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ま
で
の
『
国
日
記
』
に
は
記
載
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
四

十
八
夜
念
仏
が
、
宝
永
か
ら
正
徳
に
か
け
て
各
地
で
行
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
四
例
あ
る
の
で
ほ
ぼ
一
年
に
一
度
の
頻
度
と
な
る
。

開
筵
の
地
域
、
会
所
（
願
主
）、
機
縁
を
列
記
す
る
と
、

　

宝
永
二
年
三
月　
　

西
津
軽　
　

湊
迎
寺　
　
　
　

寺
建
立

　
　
　

四
年
二
月　
　

弘
前
城
下　

龍
泉
寺　
　
　
　

仏
建
立

　
　
　

五
年
八
月　
　

西
津
軽　
　

法
王
寺　
　
　
　

餓
死
者
回
向

　
　
　

六
年
七
月　
　

弘
前
近
在　

津
軽
野
村
善
故
庵

　
　
　

七
年
三
月　
　

弘
前
城
下　

西
光
寺

　
　
　

八
年
一
月　
　

南
津
軽　
　

碇
関
村
一
学
庵

　

正
徳
元
年
七
月　
　

東
津
軽　
　

正
覚
寺

　
　
　
　
　

同
月　
　

弘
前
城
下　

誓
願
寺

　
　
　

二
年
五
月　
　

西
津
軽　
　

湊
迎
寺
（
再
）

　
　
　
　
　

同
月　
　

南
津
軽　
　

藤
崎
村
圓
心
庵

　
　
　

四
年
二
月　
　

弘
前
近
在　

西
光
寺
末
庵
専
了

　
　
　

五
年
三
月　
　

弘
前
城
下　

天
徳
寺

　
　
　
　
　

八
月　
　

弘
前
近
在　

堀
越
村
助
給
庵

　
　
　

六
年
閏
二
月　

西
津
軽　
　

法
王
寺
（
再
）　

開
山
年
忌

　
　
　
　
　

同
月　
　

弘
前
城
下　

貞
昌
寺　
　
　
　

開
眼
供
養

　
　
　
　
　

六
月　
　

北
津
軽　
　

大
善
寺
末
大
野
村
正
雲

と
な
る
。
正
覚
寺
の
事
例
を
除
け
ば
、
津
軽
平
野
の
南
端
か
ら
北
辺

に
至
る
ま
で
の
諸
地
域
で
開
筵
さ
れ
て
い
る
。
貞
昌
寺
の
よ
う
な
大

き
な
寺
院
か
ら
在
方
末
庵
ま
で
広
く
行
な
わ
れ
た
が
、
発
願
主
の
半

数
近
く
は
在
方
の
庵
主
や
道
心
で
あ
る
。
大
寺
院
で
は
何
か
の
記
念

法
要
的
に
行
な
わ
れ
た
例
が
多
い
が
、
末
庵
で
の
も
の
は
開
筵
の
機

縁
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
庵
主
独
自
の
発
願
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
数
は
ど
う
か
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
閏
二
月
七
日
付
の
、
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（
上⑱

略
）
鰺
ヶ
沢
法
王
寺
開
山
年
忌
ニ
付
、
来
ル
十
八
日
よ
り
四

月
七
日
迄
四
十
八
夜
別
時
興
行
仕
度
旨
願
申
候
、
初
中
後
共
群

集
可
仕
候
間
、
前
々
之
通
御
断
候
旨
申
立
、
内
膳
江
達
之

の
よ
う
に
期
間
が
わ
か
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
初
日
の
み
の
記

載
で
最
終
日
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
名
目
通
り
に
七
七
日
ま
た
は
そ

れ
に
近
い
日
数
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
時
期
に
は
事
例
の
少
な
い
短
期
の
別
時
念
仏
が
、
後
年
に
増
加
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

あ
く
ま
で
記
録
上
で
は
あ
る
が
同
時
期
、
よ
り
短
期
間
で
の
別
時

念
仏
は
宝
永
三
年
九
月
の
白
道
院
覚
入
の
、

（
上⑲

略
）
當
月
十
八
日
よ
里
同
廿
四
日
迄
一
万
五
千
日
之
廻
向

仕
候
之
由
（
下
略
）

同
じ
く
白
道
院
の
翌
年
四
月
の
一
万
八
千
日
回
向
、
そ
の
翌
年
九
月

の
藤
崎
村
蓮
池
の
一
万
日
回
向
の
三
例
で
、
い
ず
れ
も
七
日
の
開
筵

で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
長
期
の
四
十
八
夜
が
多
く
、
短
期
の
別
時
念

仏
は
少
な
い
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
関
係
に
つ
い
て

後
年
の
事
例
を
み
る
と
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
）
で
は
四
十
八
夜

が
一
二
件
、
他
の
別
時
が
一
五
件
と
数
が
逆
転
す
る
。
元
文
（
一
七

三
七
～
）
以
降
は
前
者
が
三
件
、
後
者
が
六
件
。
宝
暦
（
一
七
五
一

～
）
に
は
前
者
は
み
ら
れ
ず
後
者
は
五
件
。
明
和
以
降
（
一
七
六
四

～
）
に
そ
れ
ぞ
れ
二
件
、
六
件
と
微
増
し
て
い
る
。
こ
れ
は
延
々
行

な
わ
れ
る
四
十
八
夜
が
次
第
に
開
か
れ
な
く
な
り
、
短
期
間
の
も
の

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
天
明

以
降
（
一
七
八
一
～
）
に
は
と
も
に
記
録
が
み
ら
れ
な
い
。

六　

お
わ
り
に

　

宝
永
か
ら
正
徳
に
か
け
て
は
景
気
の
退
潮
期
で
あ
っ
た
が
、
宝
永

期
に
は
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
ぬ
ほ
ど
の
特
例
的
な
二
つ
の
出
来
事
が
み

ら
れ
た
。
宝
永
四
年
に
一
応
の
決
着
を
み
た
心
誉
蓮
池
に
よ
る
誓
願

寺
大
仏
の
復
興
と
、
翌
年
に
貞
昌
寺
入
誉
が
主
体
と
な
っ
て
の
熊
谷

稲
荷
の
勧
請
で
あ
る
。
両
者
に
い
く
ぶ
ん
差
異
が
あ
る
。
前
者
は
あ

く
ま
で
浄
土
宗
本
来
の
法
式
流
儀
に
よ
っ
て
、
民
衆
教
化
を
め
ざ
し

た
活
動
と
い
え
る
。
一
方
後
者
は
浄
土
宗
と
特
殊
な
神
道
の
混
合
折

衷
で
あ
り
、
藩
主
信
政
の
願
望
を
受
け
た
特
異
な
宗
教
的
境
地
の
創

出
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
も
含
め
て
『
國
日
記
』
採
録
事
象
は
や
や
特
別
な
こ
と
で

日
常
や
底
辺
を
映
し
出
す
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
は
四
十
八

夜
も
含
め
て
前
例
の
な
い
法
会
の
多
い
こ
と
が
特
徴
と
言
え
よ
う
。

一
方
で
、
直
前
の
元
禄
期
に
数
例
あ
っ
た
他
領
僧
の
勧
進
は
激
減
し

て
い
る
。
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僧
録
貞
昌
寺
と
次
位
の
誓
願
寺
住
職
が
出
奔
、
名
越
派
の
相
伝
の

有
無
と
い
う
問
題
が
表
面
化
し
た
。
白
旗
派
と
の
確
執
と
い
う
よ
り

は
個
人
の
出
自
や
経
歴
を
問
題
と
す
る
手
段
と
み
ら
れ
、
後
年
、
他

領
出
身
僧
が
と
も
す
れ
ば
受
け
た
不
当
な
扱
い
に
通
ず
る
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。

註
①
　『
佛
教
論
叢
』
四
二
号
拙
稿
参
照
。

②
　
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。
こ
の
期
間
の
欠
本
は
宝
永
四
年
十

月
、
正
徳
元
年
十
月
と
十
一
月
、
正
徳
二
年
十
月
前
半
、
正
徳

三
年
十
月
前
半
。

③
　
原
本
の
盛
岡
藩
『
雑
書
』
は
盛
岡
市
立
中
央
公
民
館
蔵
。
参
照

に
用
い
た
の
は
、
そ
の
翻
刻
刊
本
。

④
　
原
本
は
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
。
参
照
に
用
い
た
の
は
、
そ
の
翻

刻
刊
本
。

⑤
　『
國
日
記
』
宝
永
三
年
九
月
十
八
日
条
。

⑥
　『
國
日
記
』
宝
永
四
年
二
月
八
日
条
。

⑦
　『
國
日
記
』
宝
永
四
年
二
月
十
一
日
条
。

⑧
　『
國
日
記
』
宝
永
四
年
四
月
二
十
七
日
条
。

⑨
　『
國
日
記
』
宝
永
二
年
十
一
月
二
十
九
日
条
。

⑩
　『
國
日
記
』
宝
永
六
年
十
一
月
十
九
日
条
。

⑪
　『
國
日
記
』
正
徳
二
年
八
月
七
日
条
。

⑫
　
刊
本
『
南
部
藩
雑
書
』
第
一
〇
巻
四
六
九
頁
。

⑬
　
刊
本
『
遊
行
日
鑑
』
第
二
巻
七
八
頁
。

⑭
　『
國
日
記
』
正
徳
三
年
四
月
十
四
日
条
。

⑮
　『
國
日
記
』
正
徳
三
年
四
月
二
十
八
日
条
。

⑯
　
徳
蔵
寺
は
貞
昌
寺
の
門
内
に
あ
り
、
浄
土
宗
側
の
役
僧
と
し
て

遊
行
上
人
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
。

⑰
　『
國
日
記
』
寛
政
七
年
四
月
一
日
条
。

⑱
　『
國
日
記
』
正
徳
六
年
閏
二
月
七
日
条
。

⑲
　『
國
日
記
』
宝
永
三
年
九
月
十
三
日
条
。
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は
じ
め
に

　

話
芸
は
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
幾
度
も
上
演
さ
れ
て
「
芸
」
と
し

て
の
型
を
創
造
し
、
話
術
と
は
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
い
か
に
話
術

に
巧
み
で
も
そ
れ
は
話
芸
で
は
な
い
。

　

近
世
後
期
に
「
寄
席
」
が
誕
生
し
、
落
語
、
講
談
、
貝
祭
文
、
浪

花
節
な
ど
の
芸
が
大
勢
の
客
の
前
で
演
ぜ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
そ
の

芸
態
は
い
よ
い
よ
拡
大
さ
れ
、
口
頭
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
表
情
や

身
振
り
、
手
振
り
を
入
れ
て
創
意
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
演
出
や
表
出
法
、
制
度
は
決
し
て
江
戸
時
代
に
創

始
さ
れ
て
完
成
し
た
の
で
は
な
く
、「
語
部
」「
同
朋
」「
御
伽
衆
」

な
ど
の
系
譜
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
高
座
に
端
座
し
て
上
半
身
の

振
り
に
よ
っ
て
話
芸
を
演
ず
る
型
の
伝
承
は
、
仏
教
の
説
教
（
唱

導
）
の
系
列
の
中
で
培
わ
れ
て
い
る
。

　

前
座
修
業
は
説
教
の
方
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
、「
前
座
」
は
師

匠
に
随
行
し
て
厳
し
い
修
業
を
積
み
、
技
術
（
型
）
と
心
を
伝
承
す

る
修
業
の
方
法
は
仏
教
界
で
は
戦
後
と
と
も
に
消
滅
し
た
が
、
今
な

お
落
語
、
音
頭
、
祭
文
、
浪
花
節
、
講
談
界
に
は
残
さ
れ
て
お
り
考

察
し
た
い
。

一　

は
な
し
の
型

　

日
本
の
話
芸
の
歴
史
を
学
問
的
に
究
明
す
る
た
め
に
は
①
説
話
の

系
譜　

②
咄
職
の
系
譜　

③
説
教
の
歴
史　

の
三
系
列
を
特
に
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

説
話
は
、
一
般
的
に
、
わ
が
国
の
神
話
、
伝
説
、
民
話
、
童
話
、

物
語
な
ど
で
「
説
話
文
学
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

祭
文
の
研
究

─
話
芸
の
型
に
つ
い
て
─

加
　
藤
　
善
　
也
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昔
話
の
特
徴
は
、「
昔
々
」「
今
は
昔
」
な
ど
と
い
う
一
句
を
も
っ

て
は
じ
ま
り
、
結
末
に
語
の
完
了
を
意
味
す
る
一
句
が
来
る
。「
と

か
」「
げ
な
」
と
い
う
語
を
添
え
て
「
自
分
は
そ
の
よ
う
に
聞
い
て

い
る
」
と
の
べ
て
、
話
の
内
容
に
責
任
を
持
た
な
い
人
が
楽
し
く
自

由
に
話
す
と
こ
ろ
に
日
本
の
話
芸
の
原
初
形
態
を
読
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
「
は
な
し
」
と
い
う
語
の
誕
生
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、『
玉
勝
間
』

や
『
俚
言
集
覧
』
で
は
「
放
し
」
の
義
で
、『
倭
訓
栞
』
は
「
無
端
」、

『
嬉
遊
笑
覧
』
は
「
は
か
な
し
ご
と
」、「
は
な
し
」
と
い
う
の
は
、

口
か
ら
で
る
も
の
だ
か
ら
「
咄
」
と
い
う
字
が
、
で
き
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　
「
談
」「
話
」「
語
」「
噺
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
「
は
な
し
」
と
読

み
、
口
に
ま
か
せ
て
も
の
を
云
う
事
を
「
は
な
し
」
と
い
い
、
な
に

か
根
拠
の
あ
る
こ
と
を
「
物
語
」
と
い
う
考
え
方
が
『
噺
物
語
』
の

序
に
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
「
か
た
る
」「
も
の
が
た
り
」
と
い
う
よ
う
な
訓
を
も

っ
て
い
て
、「
は
な
し
」
と
「
も
の
が
た
り
」
に
厳
然
た
る
区
別
が

あ
っ
た
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
両
者
は
密
接
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、

説
話
と
し
て
文
章
と
し
て
書
か
れ
、
記
載
文
学
と
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
の
説
話
の
流
れ
の
中
へ
仏
教
が
伝
来
し
、
教
化
僧
（
説
教
僧
）

た
ち
が
、
日
本
人
の
話
し
方
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
中
へ

仏
教
本
来
の
説
教
の
方
法
を
巧
み
に
導
入
し
た
こ
と
は
当
然
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。

二　

説
教
の
型
の
伝
承

　

華
厳
、
阿
含
、
方
等
、
般
若
か
ら
涅
槃
に
い
た
る
釈
尊
一
代
の
説

教
が
「
三
輪
説
法
」「
十
二
部
経
」（
十
二
分
教
）
の
方
法
、
名
称
を

も
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
演
説
体
説
教
が
話
芸
的
性
格

を
も
つ
基
本
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
三
輪
説
法
」（
意
業
記
心
輪
・
身
業
神
通
輪
・
口
業
説
法
輪
）
の

中
の
口
業
説
法
輪
は
、「
四
弁
八
音
」（
四
通
り
の
弁
舌
の
方
法
と
八

通
り
の
韻
律
的
表
現
法
）
を
教
え
て
い
る
。

　
「
十
二
部
経
」
は
釈
尊
説
教
の
十
二
通
り
の
方
法
で
、
そ
の
中
に

伽
陀
（
諷
誦
）、
尼
陀
那
（
因
縁
）、
阿
波
陀
那
（
譬
喩
）
が
入
っ
て

お
り
、
説
教
話
芸
の
型
の
創
造
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

中
国
の
説
教
も
わ
が
国
の
雄
弁
術
に
影
響
を
与
え
、
梁
の
慧
皎
撰

『
高
僧
伝
』
巻
十
三
に
、
説
教
の
重
点
が
「
声
・
弁
・
才
・
博
」
に

置
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
説
教
に
大
き
な

示
唆
を
与
え
、「
一
声
・
二
節
・
三
男
」
と
い
う
よ
う
な
伝
承
を
う
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み
、
こ
れ
は
の
ち
の
祭
文
の
世
界
か
ら
浪
花
節
（
浪
曲
）
な
ど
の
芸

界
に
も
入
っ
て
い
っ
た
。

　

声
（
発
音
、
発
声
、
抑
揚
）・
弁
（
語
り
口
）・
才
（
セ
ン
ス
）・

博
（
学
識
、
教
養
）
は
説
教
す
る
も
の
の
必
須
条
件
で
、
人
前
で
話

す
も
の
の
基
本
的
な
型
と
思
っ
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
演
説
体
説
教
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
の
型
を
基
本
に
し
て

い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
も
独
特
の
話
し
方
の
型
を
創
造
し
て
伝
承

し
て
い
る
。

　

推
古
天
皇
六
年
（
五
九
八
）
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
大
勝
鬘
経
講
『
法

王
帝
説
』）
を
は
じ
め
、
法
華
八
講
の
盛
行
な
ど
に
よ
り
、
数
々
の

説
教
の
名
人
を
輩
出
し
、
澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
三
五
）・
聖
覚

（
一
一
六
七
～
一
二
三
五
）
父
子
に
よ
る
安
居
院
流
と
寛
元
年
間

（
一
二
四
三
～
一
二
四
七
）
に
定
円
が
創
始
し
た
三
井
寺
派
が
あ
る
。

　

安
居
院
流
は
天
台
宗
か
ら
浄
土
宗
・
真
宗
に
入
っ
て
進
展
し
、
三

井
寺
派
は
説
経
祭
文
、
説
経
浄
瑠
璃
を
支
配
し
、
日
本
の
話
芸
の
主

流
に
な
っ
た
。

　
『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響

き
有
り
」
と
い
う
美
文
は
安
居
院
流
説
教
の
名
調
子
に
発
し
て
お
り
、

真
宗
の
節
談
説
教
の
七
五
調
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
こ
と
ば
を
駆
使
し
た

型
を
師
資
相
承
さ
れ
、
声
明
・
和
讃
・
講
式
の
発
展
と
と
も
に
芸
能

的
な
創
出
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
日
本
人
の
話
し
方
（
雄
弁
術
）
の
奥
義
と
し
て
貴
重
な
遺

産
で
、
①
讃
題
（
こ
れ
か
ら
話
そ
う
と
す
る
一
席
の
テ
ー
マ
と
し
て

経
論
、
祖
釈
の
一
節
を
節
を
つ
け
て
感
銘
深
く
唱
え
あ
げ
る
）。　

②

法
説
（
讃
題
の
法
義
を
い
ま
す
こ
し
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
）。　

③
譬
喩
（
讃
題
、
法
説
を
一
層
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
譬
喩
談

を
興
味
深
く
話
す
）。　

④
因
縁
（
讃
題
、
法
説
を
証
明
す
る
た
め
の

事
例
を
あ
げ
る
因
縁
談
）　

⑤
結
勧
（
結
弁
）
結
び
。
聴
衆
に
「
安

心
」
を
与
え
、
今
席
の
話
の
要
諦
を
ま
と
め
る
。
の
五
段
構
成
で
、

各
宗
派
と
も
説
教
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
し
た
型
を
も
っ
て
い
る
。

　

ま
た
説
教
の
型
に
つ
い
て
、「
呼
ば
わ
り
説
教
」
と
「
因
縁
譬
喩

説
経
」
と
に
分
類
で
き
る
。

　
「
呼
ば
わ
り
説
教
」
は
、
高
座
の
上
か
ら
大
勢
の
聴
衆
に
対
し
て

呼
び
か
け
る
よ
う
に
語
尾
を
長
く
引
っ
張
っ
て
、
諄
々
と
話
し
て
感

銘
度
を
盛
り
上
げ
る
方
法
で
、
マ
イ
ク
の
な
い
時
代
に
広
い
会
場

（
本
堂
）
で
、
耳
の
遠
い
老
人
の
多
い
聴
衆
に
向
か
っ
て
話
す
の
に

は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。

　
「
因
縁
譬
喩
説
教
」
は
、
節
談
説
教
の
娯
楽
性
を
示
す
も
の
で
、

笑
い
や
人
情
噺
的
な
涙
を
含
み
、
実
に
楽
し
く
面
白
い
も
の
で
、
は

じ
め
シ
ン
ミ
リ
（
讃
題
・
法
話
）
な
か
オ
カ
シ
ク
（
譬
喩
・
因
縁
）



─ 140 ─

お
わ
り
ト
ウ
ト
ク
（
尊
く
＝
結
勧
）
と
伝
承
し
、
こ
の
型
を
基
本
と

し
な
が
ら
芸
風
説
教
（
話
芸
）
を
熱
演
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
落
語
、

講
談
、
祭
文
、
な
ど
の
話
芸
が
節
談
説
教
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
の

は
、
こ
の
方
法
の
影
響
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

三　

説
経
（
説
経
節
）
の
型
の
伝
承

　
「
教
化
」
と
い
え
ば
、
今
は
説
教
や
布
教
活
動
を
指
す
け
れ
ど
、

古
代
に
お
い
て
は
宗
教
的
な
語
り
物
を
節
を
つ
け
て
誦
唱
す
る
こ
と

で
あ
り
、
や
が
て
宗
教
的
歌
謡
を
詠
唱
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
節
や
拍
子
を
も
っ
て
唱
わ
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

唱
導
の
媒
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
芸
能
性
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
「
教
化
」
に
「
謹
奉
勧
請
」「
謹
奉
讃
歎
」
な
ど
の
句
が
入

る
の
も
、
祭
文
の
「
謹
請
再
拝
」「
抑
々
敬
白
」「
祓
ひ
き
よ
ん
め
奉

る
…
…
敬
っ
て
申
す
」「
急
々
如
律
令
謹
敬
白
」
な
ど
の
型
が
あ
り
、

「
教
化
」
か
ら
説
教
へ
の
一
貫
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
世
の
歌
説
教
や
歌
祭
文
の
よ
う
に
、
猥
雑
に
く
ず
れ
て
し
ま
っ

て
は
、
説
教
祭
文
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
と
な
り
、
唱
道
の
も
つ
宗
教

性
と
芸
能
は
、
娯
楽
性
だ
け
を
極
限
ま
で
追
求
し
す
ぎ
た
と
云
え
る
。

　

け
れ
ど
も
中
世
以
前
の
語
り
や
詠
唱
の
残
存
形
式
は
歌
説
教
、
歌

祭
文
や
そ
れ
ら
の
変
化
し
た
貝
祭
文
、
チ
ョ
ン
ガ
レ
、
浪
花
節
、
万

歳
、
く
ど
き
、
あ
る
い
は
平
曲
、
謡
曲
、
浄
瑠
璃
な
ど
に
も
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

中
世
に
説
教
師
が
芸
人
化
し
た
話
は
謡
曲
「
自
然
居
士
」
な
ど
が

良
い
例
で
あ
る
。

　

東
山
雲
居
寺
造
営
の
た
め
と
称
し
て
、
勧
進
札
を
買
わ
せ
る
た
め

に
一
七
日
の
説
法
を
す
る
「
自
然
居
士
と
申
す
説
経
者
」
で
あ
る
。

喝
食
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
有
髪
俗
形
で
あ
ろ
う
が
、
導
師
と
な
っ

て
高
座
に
あ
が
り
「
謹
み
敬
っ
て
白
す
一
代
教
主
釈
迦
牟
尼
宝
号
、

三
世
諸
仏
十
方
薩
埵
に
申
し
て
白
さ
く
、
総
神
分
に
般
若
心
経
」
と

教
化
や
百
座
法
談
の
型
を
ふ
み
、「
敬
っ
て
申
し
受
く
る
風
誦
の
こ

と
」
と
諷
誦
文
を
表
白
し
、
そ
の
説
経
の
あ
い
だ
に
「
い
で
聴
衆
の

眼
覚
さ
ん
と
、
高
座
の
上
に
て
一
さ
し
御
舞
」
を
舞
う
の
で
あ
る
。

　

自
然
居
士
の
説
経
を
聴
く
人
々
は
功
徳
の
為
と
云
う
よ
り
は
、
そ

の
芸
を
楽
し
む
た
め
に
勧
進
札
を
買
っ
た
と
お
も
わ
れ
、
こ
の
説
教

師
の
狂
言
綺
語
の
舞
は
、
簓
す
り
と
羯
鼓
踊
で
あ
る
か
ら
、
放
下
僧

な
ど
と
お
な
じ
で
念
仏
踊
り
で
、
コ
キ
リ
コ
踊
り
や
カ
ン
コ
踊
り
を

踊
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
大
層
有
名
な
説
経
師
の
芸
は
『
徒
然
草
』（
百
八
十
八
段
）

に
見
え
る
よ
う
に
、
早
歌
で
あ
っ
た
。「
あ
る
者
、
子
を
法
師
に
な
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し
て
、
学
問
し
て
因
果
の
理
を
知
り
…
…
法
師
の
無
下
に
能
な
き
は

檀
那
す
さ
ま
じ
く
お
も
ふ
べ
し
と
、
早
歌
と
い
ふ
事
を
習
ひ
け
り
」

と
あ
る
。

　

自
然
居
士
の
放
下
僧
の
コ
キ
リ
コ
踊
と
カ
ン
コ
踊
は
小
歌
あ
る
い

は
早
歌
で
踊
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
す
な
わ
ち
説
経
は
、
経
文
に

因
縁
譬
喩
を
と
り
な
が
ら
、
節
や
抑
揚
を
つ
け
た
語
り
物
の
あ
い
だ

に
、
平
安
時
代
ま
で
は
教
化
の
よ
う
な
法
文
歌
の
詠
唱
を
挟
ん
だ
の

が
、
今
様
で
う
た
う
法
文
歌
と
な
り
、
中
世
に
は
早
歌
、
小
歌
に
お

き
か
え
ら
れ
、
世
俗
的
な
人
情
や
景
物
を
う
た
う
早
歌
、
小
歌
に
あ

わ
せ
た
舞
ま
で
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
説
経
は
完
全
に
庶
民
の
た
め
の
芸
能
と
し
て
定

着
し
、
近
世
の
歌
説
経
や
歌
祭
文
へ
の
転
換
を
容
易
に
し
た
の
で
あ

る
。

　

説
経
の
発
声
は
、
声
明
と
朗
詠
が
基
本
で
、『
閑
吟
集
』
の
序
に

は
「
早
歌
、
あ
る
は
僧
侶
佳
句
を
吟
ず
る
廊
下
の
声
、
声
明
的
発
声

を
は
な
れ
る
こ
と
は
田
楽
近
江
大
和
ぶ
し
に
な
り
行
く
数
々
を
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
僧
侶
の
嗜
み
で
あ
る
か
ぎ
り
、
声
明
的
発
声

を
は
な
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
七
十
一
番
職
人
尽
歌
合
』
の
「
早
歌
う
た
ひ
」
に
「
別
路
に　

泣
く
か
歌
ふ
か　

か
れ
声
の　

し
ぼ
り
あ
げ
た
る　

袖
の
名
残
は
」

と
あ
る
の
は
、
泣
く
よ
う
に
謡
う
よ
う
に
「
し
わ
が
れ
声
」
を
絞
り

上
げ
る
の
早
歌
の
発
声
法
で
、
祭
文
の
「
白
声
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
様
、
早
歌
な
ど
は
説
経
の
詠
唱
部
で
、
中
心
を
な
す
地
語
り
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
経
典
の
功
徳
、
霊
仏
霊
社
の
霊
験
譚
と
本
地
譚
、

寺
社
縁
起
、
た
と
え
ば
説
経
「
五
翠
殿
」
は
熊
野
の
本
地
譚
で
薄
幸

の
主
人
公
が
因
縁
に
よ
っ
て
艱
難
辛
苦
を
な
め
、
一
度
は
死
ん
で
神

仏
の
加
護
で
蘇
生
し
、
や
が
て
神
あ
る
い
は
仏
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

る
と
い
う
本
地
物
、
一
般
の
型
で
、
こ
う
し
て
世
俗
的
な
歌
説
経
、

説
経
浄
瑠
璃
、
歌
祭
文
に
近
づ
い
て
行
く
の
で
あ
る
。

四　

祭
文
の
型
の
伝
承

　

近
世
に
な
る
と
説
経
と
祭
文
は
区
分
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

　

本
来
祭
文
は
法
会
修
法
に
あ
た
っ
て
祈
祷
願
意
を
の
べ
た
も
の
で

神
道
に
於
け
る
祝
詞
、
寿
詞
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
な

ら
ば
、
願
文
と
か
表
白
と
か
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
山
伏
修
験
の
徒

は
、
神
仏
習
合
風
に
祭
文
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教

的
な
祭
文
に
は
願
文
表
白
の
流
れ
を
く
む
漢
文
体
と
、
祝
詞
、
寿
詞

の
流
れ
を
く
む
宣
命
体
と
が
あ
る
が
、
修
験
の
徒
に
帰
し
て
か
ら
は
、

「
謹
請
再
拝
々
」
の
型
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
の
発
声
は
「
白
声
に
し
て
力
身
第
一
」
と
し
た
も
の
で
、
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白
声
と
は
、
最
も
低
い
音
域
の
呂
の
声
の
、
し
か
も
や
が
れ
た
声
に

あ
た
り
、
力
身
と
は
り
き
む
、
力
を
込
め
き
ば
っ
て
声
を
張
り
上
げ

る
い
き
み
声
を
さ
し
て
お
り
、
し
ば
ら
く
語
ら
な
い
で
い
る
と
も
と

の
普
通
の
声
に
も
ど
り
、
祭
文
は
語
れ
ず
、
祭
文
語
り
の
生
命
で
あ

る
。

　

こ
の
型
が
な
が
く
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
世
の
歌
祭
文
を
見
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
『
淋
敷
座
之
慰
』

に
は
「
当
世
流
行
祭
文
」「
吉
原
太
夫
祭
文
」「
野
郎
祭
文
」
な
ど
の

歌
祭
文
が
載
り
、
い
ず
れ
も
は
じ
め
に
「
抑
は
ら
ひ
清
め
奉
る
」

「
抑
勧
請
下
ろ
し
奉
る
」
と
あ
り
、
末
尾
に
「
其
の
身
は
息
災
延
命

諸
願
成
就
皆
令
満
足
敬
っ
て
白
す
」
と
あ
る
。
そ
し
て
中
間
に
遊
女

や
野
郎
の
名
寄
せ
て
い
る
が
、
祝
詞
や
説
経
表
白
、
唱
道
の
形
式
を

踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

俗
化
し
た
祭
文
は
大
衆
芸
能
と
し
て
親
し
ま
れ
、「
く
ど
き
」
の

型
も
創
造
し
て
い
る
。
口
説
は
長
編
叙
事
詩
を
、
叙
情
性
の
あ
る
歌

曲
に
改
編
し
て
語
る
も
の
で
、
語
り
口
を
短
い
節
回
し
に
、
歌
曲
の

一
節
ま
た
は
数
節
を
の
せ
て
、
繰
り
返
し
歌
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
口
説
は
盆
踊
り
の
よ
う
に
円
陣
を
つ
く
っ
て
、
同
じ
動
作
を
繰
り

返
し
な
が
ら
踊
る
踊
り
で
は
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。

　

口
説
を
音
頭
と
も
い
う
が
、
音
頭
取
り
（
調
声
）
が
初
句
を
発
声

し
て
付
（
平
衆
）
が
こ
れ
を
つ
け
て
、
一
節
ご
と
に
繰
り
返
し
た
か

ら
で
、
付
が
な
く
な
っ
て
音
頭
と
口
説
は
同
義
と
な
っ
た
。

　

藤
原
勉
著
『
日
本
民
俗
宗
教
』
に
よ
れ
ば
「
説
経
世
に
す
た
れ
て

久
し
く
な
り
し
を
山
伏
の
祭
文
が
た
り
を
こ
れ
を
伝
え
て
」
と
い
が
、

説
経
が
錫
杖
と
貝
を
捨
て
て
三
味
線
を
用
い
た
の
が
説
経
祭
文
、
錫

杖
と
貝
を
捨
て
ず
に
、
そ
の
使
用
法
を
改
良
し
た
の
が
デ
ロ
レ
ン
祭

文
（
貝
祭
文
）
で
あ
る
。

　

説
経
祭
文
は
、
歌
説
経
、
歌
祭
文
初
期
の
混
同
時
代
の
こ
と
で
高

野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
所
収
の
「
賽
の
河
原
の
祭
文
」「
五

輪
砕
五
体
図
祭
文
」「
懐
胎
十
月
胎
内
さ
が
し
」
な
ど
、
こ
れ
ら
の

祭
文
が
「
祓
い
清
め
奉
る
ノ
ホ
ホ
」
の
ノ
ホ
ホ
、
ヨ
ホ
ホ
は
貝
を
実

際
に
吹
い
た
ボ
ボ
ン
ボ
ボ
ン
の
音
を
表
記
し
た
も
の
、
デ
ロ
レ
ン
は

貝
で
デ
ン
デ
ン
ト
ロ
レ
ン
を
模
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

願
人
坊
主
の
祭
文
に
は
「
帰
命
頂
礼
」
か
ら
は
じ
ま
る
定
型
が
あ

り
、「
帰
命
頂
礼
」
か
ら
始
ま
る
定
型
が
あ
り
、
近
代
に
入
っ
て
貝

祭
文
か
ら
発
展
し
た
浪
花
節
（
浪
曲
）
に
も
「
あ
げ
」「
お
く
り
」

「
な
ら
び
」
と
称
す
る
マ
ク
ラ
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
型
が
く
ず
れ
、

節
と
啖
呵
（
会
話
）
に
表
現
形
式
に
分
け
す
ぎ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
「
丁
度
時
間
と
な
り
ま
し
た
」
な
ど
と
い
う
型
を
と
っ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
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お
わ
り
に

　

法
然
上
人
の
出
現
に
よ
っ
て
、
説
教
が
俄
然
庶
民
の
も
の
と
な
り
、

口
演
第
一
の
「
型
」
を
作
る
と
こ
ろ
に
話
芸
の
誕
生
が
あ
り
、
庶
民

性
豊
か
な
芸
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
話
方
」
間

の
と
り
方
、
語
の
呼
吸
は
長
い
歴
史
を
通
し
て
脈
々
と
伝
え
、
譬
喩
、

因
縁
に
お
け
る
説
教
者
の
演
出
は
、
全
く
芸
人
で
、
繰
り
返
し
繰
り

返
し
和
讃
法
語
を
説
教
の
中
で
朗
詠
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

　

説
教
と
話
芸
を
別
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
、
祭
文
、
講
談
、
説
経
、

落
語
等
の
受
け
入
れ
方
は
、
説
教
を
聴
く
態
度
や
方
法
に
よ
っ
て
培

わ
れ
、
高
座
、
扇
一
本
の
素
ば
な
し
、
中
入
、
昼
席
、
夜
席
な
ど
説

教
の
形
式
が
芸
能
化
し
た
だ
け
で
あ
る
。

　

七
五
調
の
芸
風
説
教
は
、
仏
教
近
代
化
の
波
で
、
今
で
は
数
会
所

で
し
か
聴
か
れ
な
く
、
現
代
の
説
教
は
話
芸
と
し
て
の
性
格
を
喪
失

し
て
い
る
が
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
て
唱
え
る
法
は
、
物
を
記
憶
し
、

覚
え
る
に
は
最
良
の
効
果
で
、
和
讃
に
節
が
付
く
の
は
自
然
で
、
型

の
伝
承
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

参
考
文
献

①
五
来
　
重
編
「
近
世
庶
民
生
活
資
料
集
成
」
十
七

②
「
淋
敷
座
乃
慰
」
延
宝
四
年

③
「
嬉
遊
笑
覧
」
六
ノ
上
音
曲

④
色
竹
歌
祭
文
揃
　
享
保
年
間
（
国
書
刊
行
会
）

⑤
「
攝
陽
奇
観
」
二
十
九

⑥
関
山
和
夫
著
「
仏
教
と
民
間
芸
能
」（
白
水
社
）

⑦
高
野
辰
之
著
「
改
訂
日
本
歌
謡
集
」（
春
水
社
）

⑧
林
喜
代
弘
著
「
浪
花
節
以
前
」（
白
水
社
）

⑨
藤
原
　
勉
著
「
山
伏
の
伝
承
文
芸
」（
弘
文
堂
）
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は
じ
め
に

　

滋
賀
県
甲
賀
市
玉
桂
寺
（
真
言
宗
）
に
安
置
さ
れ
て
い
た
阿
弥
陀

仏
立
像
（
浄
土
宗
蔵
）
の
胎
内
か
ら
多
数
の
文
書
が
発
見
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
は
、
約
四
万
六
千
人
も
の
名
前
が
記
さ
れ
た
交
名
帳
と
、
建

暦
二
年
（
一
二
一
二
）
十
二
月
二
十
四
日
付
の
願
文
で
あ
っ
た
（
以

下
「
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
と
表
記
す
る
）。　

調
査
の
結
果
、
願
主

が
法
然
の
弟
子
で
あ
っ
た
勢
観
房
源
智
（
一
一
八
三
～
一
二
三
八
）

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
交
名
帳
に
は
、
源
頼
朝
、
後
鳥
羽

院
、
法
然
の
門
弟
、
源
智
の
縁
戚
や
ゆ
か
り
の
人
々
な
ど
、
武
家
社

会
、
皇
族
、
公
家
社
会
、
仏
教
界
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
の

名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
像
造
立
が
、
源
智
を

中
心
と
し
た
貴
賤
を
問
わ
な
い
多
く
の
結
縁
者
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
▼
１
）。

　

本
論
で
は
、
願
文
と
は
悟
り
を
求
め
る
た
め
の
誓
願
が
記
さ
れ
て

い
る
文
章
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
仏
像
造
立
に
結
縁
し
た
人
々

が
、
法
然
が
説
い
た
極
楽
往
生
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
り
、

何
を
実
現
し
よ
う
と
誓
い
を
立
て
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

試
み
た
い
。

一
．「
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
以
前
の
浄
土
信
仰 

　
　

関
係
願
文
―
院
政
期
を
中
心
に

　

九
世
紀
か
ら
院
政
期
以
前
の
浄
土
信
仰
関
係
願
文
に
は
、
仏
・
菩

薩
の
化
身
や
往
生
人
に
よ
っ
て
往
生
の
た
め
の
具
体
的
方
法
が
教
示

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
往
生
行
を
実
践
す
る
こ
と
で
極
楽
往
生

を
目
指
す
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、

東
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
仏
教
的
帝
王
観
の
影
響

を
受
け
た
日
本
で
は
、
天
皇
は
「
金
輪
聖
王
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

源
智
上
人
の
願
文
に
つ
い
て

工　

藤　

和　

興
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退
位
後
は
、
生
前
か
死
後
に
法
身
仏
も
し
く
は
極
楽
の
仏
と
し
て
衆

生
救
済
を
行
う
と
理
解
さ
れ
た
（
▼
２
）。

院
政
期
に
は
、
宋
代
天
台
浄
土
教

と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
唯
心
浄
土
説
、『
観
無
量
寿
経
』
書
写
、『
観

無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
九
品
往
生
な
ど
が
願
文
に
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　

た
と
え
ば
、
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
閏
六
月
十
日
「
鳥
羽
天
皇

の
御
逆
修
法
会
の
願
文
」（『
本
朝
文
集
』
巻
第
五
十
九
）
に
は
、
願

文
の
中
で
は
初
め
て
『
観
無
量
寿
経
』
が
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
一
切
衆
生
が
『
観
経
』
の
九
品
往
生
を
実
現
す
る
よ
う
に
願
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
久
安
五
年
「
天
王
寺
念
仏
三
昧
院
供
養
の
御
願

文
」（『
本
朝
文
集
』
巻
第
六
十
）
に
は
、
百
万
遍
念
仏
会
が
、「
毎

月
衆
を
分
ち
、
毎
旬
番
を
定
め
、
上
都
下
邑
の
尊
卑
、
信
向
帰
依
の

男
女
、
勧
進
に
赴
く
は
、
ま
こ
と
に
繁
く
徒
に
有
り
」
と
多
く
の

人
々
の
結
縁
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
百
万
遍
念
仏
会
に
鳥
羽
上
皇

も
結
縁
し
、
法
会
の
功
徳
に
よ
っ
て
「
上
品
上
生
」
の
往
生
が
実
現

さ
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
百
万
遍
の
仏

号
」
や
「
舎
利
会
」、
仏
像
造
立
、
経
典
書
写
、
講
説
等
に
「
衆
力

を
合
わ
す
」
方
法
で
上
品
上
生
の
往
生
が
願
わ
れ
る
。

　

ま
た
久
安
六
年
十
月
七
日
「
千
日
講
の
御
願
文
」（『
本
朝
文
集
』

巻
第
六
十
）
に
は
、
極
楽
浄
土
は
「
唯
心
の
底
に
薫
」
り
、「
観
は

則
ち
胸
間
に
在
り
」
と
、
遠
い
場
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
衆
生
の
心

に
生
じ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
仁
平
二
年
（
一
一
五
一
）
十
二
月
二
十

八
日
「
鳥
羽
天
皇
千
体
阿
弥
陀
仏
を
刻
す
る
の
御
願
文
」（『
本
朝
文

集
』
巻
第
六
十
一
）
に
も
、「
度
す
は
今
の
願
い
な
り
」「
利
他
の
思

い
深
し
」
と
い
う
鳥
羽
の
誓
願
が
記
さ
れ
、
衆
生
は
前
世
で
は
互
い

に
「
父
母
た
り
男
女
た
り
、
生
生
世
々
互
い
に
恩
有
り
」
と
い
う

「
恩
」
の
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
自
調
自

度
の
行
」（
自
利
行
）
で
は
な
く
、「
大
慈
大
悲
の
心
」（
利
他
行
）

で
報
恩
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
一
人
が
仏
像
一
体
ず
つ
の
願
主

と
な
っ
て
利
他
行
を
行
い
往
生
を
目
指
す
こ
と
が
誓
わ
れ
た
（
▼
３
）。

　

い
ず
れ
の
願
文
で
も
、
仏
教
的
救
済
者
で
あ
る
天
皇
（
上
皇
）
か

ら
の
一
方
向
的
な
活
動
か
ら
、
天
皇
（
上
皇
）
の
誓
願
が
衆
生
の
心

に
生
じ
る
こ
と
で
菩
提
心
を
起
こ
し
利
他
行
を
行
い
、
極
楽
往
生
が

実
現
さ
れ
る
と
い
う
、
天
皇
（
上
皇
）
が
主
導
す
る
仏
教
か
ら
集
団

的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
社
会
の
あ
り
方
が
提
唱
さ
れ
た
。

二
．「
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
に
み
る 

　
　

法
然
へ
の
真
の
報
恩

　

源
智
「
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
Ａ
）
弟
子
源
智
敬
白
三
宝
諸
尊
言
。
恩
山
尤
高
、
教
道
之
恩
、
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徳
海
尤
深
、
厳
訓
之
徳
、
凡
俗
諦
之
師
範
礼
儀
教
、
荷
両
肩
尚

重
。
況
於
真
諦
之
教
授
仏
陀
之
法
乎
。

（
Ｂ
）
爰
我
師
上
人
、
先
於
三
僧
祇
之
修
行
入
一
仏
乗
之
道
教
、

後
改
聖
道
之
教
行
偏
専
浄
土
之
乗
因
。
此
教
即
凡
夫
出
離
之
道
、

末
代
有
縁
之
門
也
、
由
玆
四
衆
懸
望
於
安
養
之
月
、
五
悪
之
闇

忽
晴
、
未
断
惑
之
凡
夫
、
忽
出
三
有
之
栖
、
入
四
徳
之
城
、
偏

我
師
上
人
恩
徳
也
、
粉
骨
曠
劫
難
謝
、
抜
眼
多
生
豈
報
乎
。

（
Ｃ
）
是
以
造
立
三
尺
之
弥
陀
像
、
欲
報
先
師
恩
徳
。
此
像
中

納
数
万
人
姓
名
。
是
又
報
幽
霊
恩
也
。
所
以
何
者
、
先
師
只
以

化
物
為
心
、
以
利
生
為
先
、
仍
書
数
万
人
姓
名
納
三
尺
之
仏
像
、

此
即
利
益
衆
生
源
、
凡
聖
一
位
意
、
迷
悟
一
如
義
也
、
住
迷
悟

一
如
意
、
以
利
益
衆
生
計
、
報
謝
先
師
上
人
恩
徳
也
、
不
何
真

報
謝
乎
。

（
Ｄ
）
像
中
所
奉
納
道
俗
貴
賤
有
縁
無
縁
之
類
、
併
随
愚
侶
方

便
力
、
必
蒙
我
師
之
引
接
、
此
結
縁
之
衆
、
一
生
三
生
之
中
、

早
出
三
界
之
獄
城
、
速
可
生
九
品
之
仏
家
、
已
以
利
物
報
師
徳
、

実
此
作
善
莫
大
也
。
以
上
分
善
、
為
三
界
諸
天
善
神
離
苦
得
道
、

兼
為
秘
妙
等
親
類
也
。
以
中
分
善
、
為
国
王
国
母
大
政
天
皇
百

官
百
姓
万
民
、
以
下
分
善
、
為
自
身
決
定
往
生
極
楽
也
。
若
此

中
一
人
先
浄
土
往
生
、
忽
還
来
引
入
残
衆
、
若
又
愚
癡
之
身
先

往
生
極
楽
、
速
入
生
死
之
家
導
化
残
生
、
自
他
善
和
合
偏
似
網

目
、
以
我
願
導
衆
生
之
苦
、
以
衆
生
之
力
抜
我
苦
、
自
他
共
離

五
趣
悪
、
自
他
同
生
九
品
之
道
、
此
願
有
実
、
此
誓
尤
深
、
必

諸
仏
菩
薩
諸
天
善
神
知
見
弟
子
所
願
、
即
成
熟
円
満
、
敬
白
。

建
暦
二
年
十
二
月
廿
四
日　
　
　
　

沙
門
源
智
敬
白
（
▼
４
）

　
（
Ａ
）
人
々
が
受
け
る
恩
の
中
で
最
も
尊
い
も
の
は
「
教
道
」「
厳

訓
」
と
教
え
導
か
れ
る
こ
と
、
な
か
で
も
、
仏
の
教
え
は
最
も
尊
く
、

そ
の
恩
も
莫
大
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
Ｂ
）
で
は
、「
我
が
師
上
人
」
で
あ
る
法
然
が
、「
三
僧
祇
」
の

無
限
の
時
間
の
中
で
「
一
仏
乗
」
の
天
台
の
教
え
を
学
び
、
さ
ら
に

「
聖
道
の
教
行
」
か
ら
「
浄
土
の
乗
因
」
へ
と
転
じ
た
と
い
う
。
そ

し
て
す
べ
て
の
衆
生
（
四
衆
）
が
浄
土
往
生
し
、「
未
断
惑
の
凡
夫
」

も
三
界
（
三
有
）
を
脱
し
、
悟
り
（
四
徳
城
）
に
至
る
こ
と
こ
そ

「
我
師
上
人
の
恩
徳
」
に
よ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
法
然
の
「
恩

徳
」
に
対
し
て
、「
曠
劫
に
粉
骨
す
れ
ど
謝
し
難
し
、
多
生
の
抜
眼

す
れ
ど
豈
報
ん
や
」
と
、
呉
支
謙
訳
『
菩
薩
本
縁
経
』
巻
上
第
十
二

話
「
一
切
持
王
子
」
に
説
か
れ
る
、
盲
目
の
バ
ラ
モ
ン
に
自
ら
の
眼

球
を
施
し
た
と
い
う
釈
尊
の
前
生
譚
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な

壮
絶
な
布
施
行
を
行
っ
た
と
し
て
も
法
然
が
我
々
に
与
え
て
く
れ
た
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莫
大
な
恩
に
報
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
述
べ
る
。

　
（
Ｃ
）
は
、
い
か
な
る
仏
教
的
作
善
が
法
然
へ
の
真
の
報
恩
に
な

る
の
か
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
願
文
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
像

を
造
立
し
、
仏
像
胎
内
に
「
数
万
人
の
姓
名
」
を
納
入
す
る
こ
と
が

「
幽
霊
の
恩
に
報
」
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
を
願
文

で
は
、
法
然
が
行
っ
て
い
た
「
化
物
を
以
て
心
と
為
し
、
利
生
を
以

て
先
と
為
」
と
い
う
利
他
行
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
「
数
万
人
の

姓
名
」
を
納
め
る
こ
と
が
「
利
益
衆
生
の
源
」
と
な
り
、
法
然
が
明

ら
か
に
し
た
「
凡
聖
一
位
」「
迷
悟
一
如
」
へ
の
実
現
に
な
る
の
だ

と
述
べ
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
「
数
万
人
の
姓
名
」
を
納
入
す
る
こ
と

が
真
の
報
恩
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

中
田
薫
氏
に
よ
る
と
、
自
分
の
名
前
や
官
位
を
書
い
た
名
札
で
あ

る
「
名
簿
」
を
捧
げ
る
こ
と
（
名
簿
捧
呈
）
は
、
弟
子
や
従
者
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
は
自
分
の
人
格
を
す
べ
て

相
手
に
捧
げ
る
と
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
▼
５
）。

平
安
時
代
初
期
頃
に
始
ま
っ
た
慣
習
と
さ
れ
て
い
る
が
、
公
家
社
会

の
名
簿
捧
呈
が
昇
殿
で
き
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し

て
、
武
家
社
会
で
は
名
簿
奉
献
が
完
全
な
主
従
関
係
を
結
ぶ
と
い
う

意
味
が
あ
っ
た
。

　

一
方
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
仏
教
説
話
集
『
古
事
談
』
第
三
に
は
、

病
中
の
藤
原
師
氏
（
九
一
三
～
九
七
〇
）
が
、
日
本
浄
土
教
の
祖
と

い
わ
れ
る
空
也
（
九
〇
三
～
九
七
二
）
に
、
自
分
の
「
名
籍
」
を
捧

げ
弟
子
と
な
り
、
空
也
が
閻
魔
王
に
送
っ
た
牒
に
よ
っ
て
結
果
堕
地

獄
を
免
れ
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
。
空
也
は
、
そ
の
没
後
一
周
忌
に

合
わ
せ
て
著
さ
れ
た
「
空
也
誄
」
の
中
で
、
菩
薩
の
化
身
だ
と
す
で

に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、『
古
事
談
』
の
藤
原
師

氏
の
行
為
は
、
仏
・
菩
薩
に
対
し
て
自
ら
の
名
を
捧
げ
る
こ
と
が
最

高
の
作
善
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

阿
弥
陀
仏
像
胎
内
に
交
名
帳
が
納
入
さ
れ
る
仏
教
的
な
意
味
が
、

即
、
名
簿
捧
呈
と
同
意
で
あ
る
と
い
う
の
は
慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
仏
教
界
の
中
で
も
武
家
社
会
の
名
簿
捧
呈
の
考
え
が
影
響

し
、
仏
と
弟
子
と
の
関
係
に
適
応
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
作
成
さ
れ
て
き
た
多
く
の
願
文
に
は
共
通

し
て
、
供
養
さ
れ
る
べ
き
者
＝
四
恩
（
父
母
・
一
切
衆
生
・
国
王
・

三
宝
）
は
、
衆
生
救
済
の
誓
願
を
立
て
利
他
行
を
実
践
し
て
い
る
者

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
供
養
す
る
者
は
、
四
恩
が
実
践
し
て
い
た
利

他
行
を
継
承
す
る
こ
と
を
誓
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
の
報
恩
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
仏
教
の
中
で
理
解
さ
れ
る
報
恩

は
、
一
切
衆
生
が
対
象
に
な
る
た
め
、
限
定
さ
れ
た
人
間
関
係
の
枠
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組
み
を
超
え
た
、
時
間
的
空
間
的
な
広
範
囲
へ
利
他
行
が
及
ぶ
と
考

え
ら
れ
た
（
▼
６
）。「

阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
で
、「
幽
霊
の
恩
に
報
い
る
」

た
め
に
「
数
万
人
の
姓
名
」
を
納
入
す
る
と
記
さ
れ
た
の
は
、
中
田

氏
の
指
摘
や
『
古
事
談
」
の
説
話
に
あ
る
よ
う
に
、
何
万
人
も
の

人
々
が
全
て
の
人
格
を
法
然
に
捧
げ
て
帰
依
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
曠
劫
粉
骨
」「
多
生
抜
眼
」
以
上
の
作
善
に

な
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
Ｄ
）
に
は
、「
道
俗
貴
賤
有
縁
無
縁
の
類
」
が
、
源
智
の
教
導
で

必
ず
「
我
が
師
の
引
接
」
を
蒙
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
衆
生
と
法

然
を
つ
な
ぐ
中
間
者
と
し
て
の
源
智
の
立
場
と
と
も
に
、
伊
藤
唯
真

氏
が
法
然
の
救
済
者
と
し
て
の
「
絶
対
者
化
（
▼
７
）」
が
始
ま
っ
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
法
然
＝
菩
薩
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。
さ
ら
に
、「
一
人
先
に
浄
土
往
生
せ
ば
、
忽
ち
還
来
し
て
残

衆
を
引
入
」「
愚
癡
の
身
先
に
極
楽
往
生
せ
ば
、
速
や
か
に
生
死
の

家
に
入
り
残
生
を
導
化
せ
ん
」
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
〇
世
紀

半
ば
の
天
台
僧
千
観
『
十
願
発
心
記
』
の
第
一
願
・
第
二
願
に
、
往

生
後
に
見
仏
聞
法
し
て
無
生
忍
を
得
て
不
退
転
の
菩
薩
と
な
り
、
再

び
娑
婆
世
界
に
戻
り
衆
生
救
済
を
行
い
た
い
と
誓
願
を
表
し
、
当
時

の
貴
族
社
会
の
浄
土
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
、
浄
土

往
生
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
還
相
廻
向
し
て
こ
そ
真
の
救
済
に
な

る
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
法
然
も
ま
た
、
衆

生
を
浄
土
往
生
に
導
く
た
め
に
「
忽
ち
還
り
来
た
」
菩
薩
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
」
は
、
法
然
の
死
か
ら
一
年
を
経
ず
し
て

作
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
法
然
へ
の
追
善
願
文
と
い
う
意

味
を
持
ち
つ
つ
も
、
法
然
の
死
を
悼
む
と
い
っ
た
内
容
は
記
さ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
悲
嘆
な
ど
喜
怒
哀
楽
な
ど
を
記
す
こ
と

は
、
所
詮
煩
悩
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
当
時
の
人
々
は
知
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
源
智
や
結
縁
者
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
は
、「
法
然
へ

の
真
の
報
恩
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
源
智
は
、

阿
弥
陀
仏
像
造
立
を
通
じ
て
、
法
然
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど

の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
、
当
時
の
在
家
社
会
の
習
慣
や
考
え
方
に

当
て
は
め
て
理
解
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
「
姓
名
」
を
捧
げ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
、
阿
弥
陀
仏
と
法
然
の
弟
子

と
な
り
帰
依
す
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
数
万
人
の

結
縁
者
が
共
に
、
阿
弥
陀
仏
と
法
然
に
帰
依
し
浄
土
往
生
を
目
指
し
、

生
前
の
法
然
が
行
っ
た
利
他
行
と
同
じ
よ
う
に
、
不
特
定
多
数
の
衆

生
に
浄
土
往
生
を
勧
め
共
に
念
仏
を
称
え
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
四
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恩
、
と
り
わ
け
法
然
へ
の
真
の
報
恩
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
註
）

（
１
）
野
村
恒
道
「
勢
観
房
源
智
と
親
類
紀
氏
に
つ
い
て
」（『
三
康

文
化
研
究
所
年
報
』
第
一
六
・
一
七
号
、
一
九
八
三
年
四
月
）、

同
「
勢
観
房
源
智
の
勧
進
」（『
佛
教
論
叢
』
第
三
一
号
、
一
九

八
七
年
九
月
）。

（
２
）
工
藤
美
和
子
『
平
安
期
の
願
文
と
仏
教
的
世
界
観
』（
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３
）
工
藤
美
和
子
「
院
政
期
の
浄
土
信
仰
―
鳥
羽
上
皇
関
連
の
願

文
を
中
心
に
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
二
七
号
、
二

〇
一
〇
年
五
月
）。

（
４
）
本
文
の
引
用
は
、
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
像
胎
内
文
書
調
査
団

編
『
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
像
胎
内
文
書
調
査
報
告
書
』（
玉
桂

寺
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
。
な
お
翻
刻
文
の
字
の
間
違
い
は

改
め
た
。

（
５
）
中
田
薫
「「
コ
ム
メ
ン
ダ
チ
オ
」
と
名
簿
捧
呈
の
式
」（
同
著

『
法
政
史
論
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）。

（
６
）
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
小
野
坂
・
ル
パ
ー
ト
「
恩
を
め
ぐ
る
語
り
と

変
遷
―
中
世
前
期
の
日
本
仏
教
再
考
の
た
め
に
」（『
文
学
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
一
二
・
一
月
号
）。

（
７
）
伊
藤
唯
真
「
勢
観
房
源
智
の
勧
進
と
念
仏
衆
―
玉
桂
寺
阿
弥

陀
仏
像
胎
内
文
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
著
『
浄
土
宗
の
成
立

と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）、
同
「
源
智
と
法
然

教
団
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
二
八
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）。
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１
、
は
じ
め
に

　

従
来
の
鎌
倉
仏
教
研
究
に
お
い
て
、
新
仏
教
の
先
駆
け
と
し
て
法

然
が
注
目
さ
れ
る
中
、
そ
の
門
弟
達
の
位
置
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語

ら
れ
た
こ
と
が
な
い１

。
本
稿
は
法
然
の
門
弟
と
し
て
二
祖
聖
光
上
人

（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
位
置
を
考
え
る
も
の

で
あ
る
。
以
前
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
聖
光
の
活
動
し
た
九
州
北

部
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
行
い
、
中
世
の
九
州
北
部

に
は
安
楽
寺
、
観
世
音
寺
、
宇
佐
弥
勒
寺
、
高
良
社
、
油
山
と
い
っ

た
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
力
を
持
ち
、
こ
と
に
安
楽
寺
は
九
州
全
土
を
管

轄
す
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
当
寺
と
観
世
音
寺
、
宇
佐

弥
勒
寺
は
九
州
北
部
に
多
く
の
寺
領
を
所
有
し
て
い
た
点
、
ま
た
こ

の
地
域
に
は
京
都
や
南
都
の
寺
社
の
寺
領
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
点
、

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
寺
社
勢
力
が
あ
っ
た
中
、
比
叡
山
の
影
響
は
少

な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
、
聖
光
は
こ
の
よ
う
な
勢
力
の
中
心
に
お
い

て
活
動
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る２

。
こ
の
よ

う
な
聖
光
の
活
躍
し
た
地
域
の
社
会
的
背
景
を
見
る
と
、
聖
光
の
門

弟
を
は
じ
め
と
し
て
九
州
の
い
わ
ゆ
る
顕
密
仏
教
の
僧
に
対
し
て
自

ら
の
思
想
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
聖
光
が
こ
れ
ら
の
九
州
の
顕
密
僧
を
意
識
し

て
展
開
さ
れ
た
思
想
は
確
認
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
聖
光
の
最
晩
年
の
著
作
で
あ
り
、

独
自
の
主
張
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
文
献
と
し
て
注
目
を
集
め
た
『
徹

選
択
集
』
を
例
に
と
り
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
思
想
が
そ
れ
に

あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

２
、『
徹
選
択
集
』
撰
述
の
意
図

　
『
徹
選
択
集
』
の
成
立
に
関
し
て
は
そ
の
撰
述
意
図
が
聖
光
自
ら

『
徹
選
択
集
』
の
思
想
提
唱
の
意
義
に
つ
い
て

郡　

嶋　

昭　

示
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に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
聖
光
は
本
書
上
巻
に
お
い
て
三
度
に
わ

た
っ
て
そ
の
意
図
を
示
し
て
い
る
が
、
ま
ず
は

徹
選
択
集
者
ハ
任
二セ
弟
子
カ
之
昔
ノ
聞
一キ
ニ
、
具
ニ
以
テ
述
二シ
其
義
一ヲ
、

尋
二子
聖
教
之
誠
説
一ヲ
、
輙
チ
以
テ
符
二ス
其
文
一ニ
。

�

（
浄
全
七
・
八
三
頁
下
）

と
い
う
『
徹
選
択
集
』
上
巻
の
冒
頭
に
示
さ
れ
る
も
の
で
、
①
聖
光

が
法
然
か
ら
聞
き
伝
わ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
②
経
典
か
ら
探
し
当
て

た
誠
の
義
を
新
た
に
添
え
る
（『
選
択
集
』
に
新
た
な
経
証
を
加
え

る
）
と
い
っ
て
二
通
り
の
意
思
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
上
巻
の

『
選
択
集
』
第
三
章
に
対
す
る
説
示
の
中
で
、

抑
弟
子
某
甲
、
造
二テ
此
ノ
徹
選
択
集
一ヲ
、
而
添
二ル
上
人
ノ
選
択
集
一ニ

之
意
ハ
者
、
深
ク
以
テ
為
レ
述
二シ
徹
セ
ン
カ
其
選
択
ノ
義
一ヲ
也
。
依
レ
之
ニ

為
レニ
顕
二ン
カ
彼
ノ
義
底
一ヲ
、
今
致
二ス
此
ノ
問
答
一ヲ
。

�

（
浄
全
七
・
八
八
頁
下
）

と
い
い
、
③
深
く
以
て
そ
の
選
択
の
義
を
述
し
徹
せ
ん
が
た
め
、
④

こ
れ
に
依
っ
て
彼
（『
選
択
集
』）
の
義
底
を
顕
さ
ん
が
た
め
、
と
二

つ
の
意
図
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
上
巻
の
終
り
の
部
分
に
、

問
曰
ク
、
本
選
択
集
ノ
中
ニ
、
明
二ス
コ
ト
称
名
念
仏
往
生
一ヲ
、
其
義
已
ニ

足
ヌ
。
今
又
重
テ
造
二ル
コ
ト
徹
選
択
集
一ヲ
、
有
二リ
ヤ
何
ノ
要
用
一
耶
。

答
曰
ク
、
造
二ル
ニ
此
ノ
書
一ヲ
有
二
二
意
一
、
所
謂
ル
一
ニ
ハ
者
、
為
レ
顕
二ン
カ

先
師
上
人
之
広
学
博
覧
之
智
徳
一ヲ
也
。
二
ニ
ハ
者
、
為
レ
救
二ン
カ
濁

世
末
代
之
小
智
、
愚
鈍
ノ
迷
惑
一ヲ
也
。�

（
浄
全
七
・
九
五
頁
上
）

と
い
い
、
⑤
先
師
上
人
の
広
学
博
覧
の
智
徳
を
顕
さ
ん
が
た
め
、
⑥

濁
世
末
代
の
小
智
愚
鈍
の
迷
惑
を
救
わ
ん
が
た
め
、
と
い
う
二
つ
の

意
図
を
加
え
て
い
る
。
①
②
③
④
⑤
は
『
選
択
集
』
と
法
然
の
智
徳

の
奥
深
さ
を
顕
彰
し
て
、
自
ら
『
選
択
集
』
の
思
想
に
深
く
徹
す
る

意
思
を
示
す
と
い
う
意
図
が
見
え
る
が
⑥
だ
け
は
そ
れ
ま
で
顕
彰
し

て
き
た
こ
と
を
他
者
に
向
け
よ
う
と
い
う
意
思
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

⑥
濁
世
末
代
の
小
智
愚
鈍
の
迷
惑
を
救
わ
ん
と
い
う
意
思
は
、
特
に

ど
の
よ
う
な
者
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
思
に
つ
い

て
聖
光
が
続
け
て
説
示
し
て
い
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、

二
ニ
ハ
、
為
レト
ハ
救
二ン
カ
濁
世
末
代
之
小
智
愚
鈍
者
一ヲ
、
末
法
之
習
ヒ
、

昨
日
モ
今
日
モ
僅
カ
ニ
雖
レ
有
二リ
ト
戒
定
慧
三
学
之
名
一
、
無
二シ
戒
定
慧

之
行
人
一
、
無
二シ

乗
急
之
智
者
一
、
但
タ

是
レ

有
名
無
実
也
。
設
ヒ

翫
二ヘ
ト
モ

至
極
上
乗
之
法
門
一ヲ
、
更
ニ

非
二ス

断
惑
証
理
之
智
慧
一ニ
。

此
レ
ハ
是
レ
問
答
料
簡
之
智
慧
也
。
以
二テ
ハ
此
ノ
智
慧
一ヲ
、
生
死
ヲ
難
レキ
カ

出
テ
乎
。�

（
浄
全
七
・
九
六
頁
下
）

と
い
っ
て
お
り
、
末
法
の
今
、
戒
定
恵
の
三
学
を
具
え
よ
と
す
る
教

え
が
僅
か
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
拠
り
所
に
す
る
教
え
が
あ
る

も
の
の
、
こ
の
三
学
を
具
え
よ
う
と
行
を
修
す
る
者
は
無
に
等
し
く
、
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こ
の
よ
う
に
末
法
の
世
に
ま
で
伝
わ
っ
た
尊
い
教
え
（
三
学
を
具
え

る
教
え
）
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
教
え
が
迷
い
の
世
界
か

ら
抜
け
出
す
教
え
と
し
て
真
価
を
発
揮
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な

知
恵
で
は
生
死
を
離
れ
る
こ
と
は
は
な
は
だ
難
し
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
濁
世
末
代
の
小
智
愚
鈍
」
と

は
、
戒
定
恵
の
三
学
を
具
え
よ
う
と
す
る
教
え
を
受
け
な
が
ら
、
そ

の
行
す
ら
修
さ
な
い
者
を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

戒
定
恵
の
三
学
を
修
め
る
教
え
や
行
は
、
法
然
や
聖
光
が
聖
道
門
の

代
名
詞
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
顕
密
仏
教
の
教

義
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
行
を
修
さ
な

い
い
わ
ゆ
る
本
覚
思
想
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
続
け
て
聖
光
は

然
レ
ハ
、
則
チ
任
二セ
釈
尊
出
世
之
本
意
一ニ
、
仰
二キ
弥
陀
超
世
之
悲
願
一ヲ
、

捨
二テ
聖
道
之
難
行
一ヲ
、
取
二リ
浄
土
之
易
行
一ヲ
、
専
ラ
称
二ヘ
テ
名
号
一ヲ
可
レ

願
二ス
往
生
一ヲ
也
。�

（
浄
全
七
・
九
六
頁
下
）

と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
者
は
易
行
で
あ
る
浄
土
往
生
の
た
め
の
称

名
念
仏
行
に
よ
っ
て
往
生
を
得
る
べ
き
な
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
聖
光
の
表
明
し
た
『
徹
選
択
集
』
撰
述
の

意
図
を
見
る
と
、
当
時
の
顕
密
僧
に
対
し
て
往
生
浄
土
の
教
義
を
伝

え
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

３
、
聖
光
の
顕
密
に
対
す
る
立
場 

　
　
　

―
三
学
非
器
、
聖
浄
兼
学
の
主
張
―

　

で
は
こ
の
『
徹
選
択
集
』
に
展
開
さ
れ
た
聖
光
の
思
想
の
中
に
対

顕
密
的
な
主
張
は
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
思
想
に
つ
い
て
整
理
を

す
る
前
に
、
ま
ず
、
諸
思
想
の
根
底
と
な
る
聖
光
の
立
場
が
い
か
な

る
も
の
だ
っ
た
の
か
整
理
を
し
た
い
。
聖
光
の
諸
思
想
提
唱
の
根
底

と
な
る
立
場
は
、
三
学
非
器
、
聖
浄
兼
学
と
い
う
立
場
に
端
的
に
現

れ
て
い
る
。

〈
三
学
非
器
の
主
張
〉

　

ま
ず
、
聖
光
の
顕
密
仏
教
に
対
す
る
立
場
を
端
的
に
表
し
て
い
る

の
が
三
学
非
器
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
聖
光
が
法
然
の
座
下
に

い
た
時
に
、
法
然
が
『
選
択
集
』
撰
述
の
経
緯
を
語
っ
た
際
の
言
葉

を
、『
徹
選
択
集
』
上
に
法
然
の
言
葉
と
し
て
伝
え
た
部
分
で
あ
る
。

一
部
分
を
あ
げ
る
と

凡
ソ
仏
教
雖
レ
多
シ
ト
所
詮
不
レ
過
二
戒
定
慧
之
三
学
一ニ
、
所
謂
ル
小

乗
之
戒
定
慧
、
大
乗
之
戒
定
慧
、
顕
教
之
戒
定
慧
、
密
教
之
戒

定
慧
也
。
然
ル
ニ

我
カ

此
ノ

身
ハ
、
於
二

戒
行
一ニ

不
レ

持
二タ

一
戒
一ヲ
モ
、

於
二テ
禅
定
一ニ
一
ツ
モ
不
レ
得
レ
之
ヲ
、
於
二テ
ハ
智
慧
一ニ
不
レ
得
二
断
惑
証
果
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之
正
智
一ヲ
。
然
ニ
戒
行
之
人
師
釈
シ
テ
云
ク
、
尸
羅
不
二ン
ハ
清
浄
一ナ
ラ
三

昧
不
二ト
現
前
一セ
云云
。
又
凡
夫
ノ
心
ハ
随
レテ
物
ニ
易
レキ
コ
ト
移
リ
、
譬
ハ
如
二シ

猿
猴
一ノ
、
実
ニ
以
テ
散
乱
易
レク
動
シ
、
一
心
難
レシ
静
リ
。
無
漏
之
正
智

何
ニ
因
テ
カ
得
レン
発
ス
コ
ト
ヲ
。
若
シ
夫
レ
無
二ン
ハ
無
漏
之
智
劒
一
者
、
如

何
カ
方
ニ
断
二セ
ン
ヤ
悪
業
煩
悩
ノ
縄
一ヲ
乎
。
不
レン
ハ
断
二セ
悪
業
煩
悩
ノ
縄
一ヲ

者
、
何
ソ
得
三ン
ヤ
解
二
脱
ス
ル
コ
ト
ヲ
生
死
ノ
繋
縛
之
身
一ヲ
乎
。
悲
哉
悲
哉
、

為
レセ
ン
何
為
レセ
ン
何
。
爰
ニ
如
レキ
予
カ
者
ノ
ハ
已
ニ
非
二ス
戒
定
慧
三
学
之

器
一ニ
。�

（
浄
全
七
・
九
五
頁
上
～
下
）

と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
聖
光
は
法
然
が
実
際
に
三
学
の
修
行

に
挑
む
も
全
く
一
つ
も
こ
れ
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
た

言
葉
を
伝
え
、
自
ら
も
法
然
と
出
会
う
以
前
に
は
三
学
を
得
よ
う
と

励
む
も
同
じ
く
こ
れ
を
一
つ
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
叫
び
を
、

法
然
の
言
葉
を
引
用
し
て
こ
れ
に
代
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と

も
聖
光
の
意
と
法
然
の
意
が
全
く
合
致
し
た
か
ら
こ
そ
伝
え
た
こ
の

法
然
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
聖
光
は
当
時
の

主
流
で
あ
っ
た
三
学
を
修
め
る
た
め
の
教
義
に
対
し
て
先
ほ
ど
の
言

葉
を
用
い
れ
ば
「
断
惑
証
理
の
智
恵
」
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
こ

こ
で
確
か
に
表
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
主
張
の
次
に
は
、
往
生
浄
土
の
教
説
こ
そ
そ
れ
に
叶
う
教

え
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

〈
聖
浄
兼
学
の
立
場
〉

　

こ
の
よ
う
に
三
学
と
い
う
従
来
の
仏
教
の
主
流
と
は
違
っ
た
立
場

を
示
し
、
往
生
浄
土
の
教
説
の
優
位
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
用
い
ら
れ
る
の
が
「
聖
浄
兼
学
」
と
い
う
立
場
か
ら
の
説

示
で
あ
る
。「
聖
浄
兼
学
」
と
は
聖
光
の
立
場
と
し
て
既
に
注
目
さ

れ
て
お
り
、
聖
光
の
主
張
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

主
張
を
聖
光
は

以
二テ
二
師
之
相
伝
一ヲ
、
見
二ル
ニ
聖
教
之
諸
文
一ヲ
、
其
ノ
義
更
ニ
以
テ
不
レ

違
二ス
教
文
一ニ
。
単
聖
道
門
ノ
人
、
単
浄
土
門
ノ
人
、
不
レ
可
レカ
ラ
知
レル

之
ヲ
。
聖
道
浄
土
兼
学
之
人
、
可
レシ
知
レル
之
ヲ
。
自
レリ
得
二テ
此
ノ
意
一ヲ

披
二ヒ
ラ
キ

一
切
ノ

大
乗
経
一ヲ
、
見
二ル
ニ

一
切
ノ

大
乗
論
一ヲ
、
随
喜
之
涙

難
レシ
禁
シ
。�

（
浄
全
七
・
八
八
頁
下
）

と
し
て
伝
え
て
い
る
。
聖
光
は
法
然
面
授
以
前
、
比
叡
山
で
宝
地
房

証
真
か
ら
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
の
義
を
学
び
、
そ
の
後
法
然
か
ら
往

生
浄
土
の
教
義
を
学
ん
だ
と
い
う
修
学
体
験
の
上
か
ら
こ
の
立
場
を

示
し
、
だ
か
ら
こ
そ
知
り
得
た
と
い
う
法
然
の
教
義
の
深
義
を
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
と
り
も
な
お
さ
ず
当
時
聖
光
が

教
義
を
伝
え
る
対
象
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
九
州
の
顕
密
僧
に
対

し
て
、
単
に
浄
土
教
の
思
想
を
伝
え
る
よ
り
も
は
る
か
に
説
得
力
の
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あ
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
提
唱
さ
れ
た
聖
光
の
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
続

け
て
見
て
い
き
た
い
。

４
、
念
仏
三
昧
は
不
離
仏
値
遇
仏
の
義

　
『
徹
選
択
集
』
に
展
開
さ
れ
る
諸
思
想
は
、
他
の
著
作
の
思
想
と

比
べ
て
聖
光
の
独
自
性
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
顕
彰
的
、

発
展
的
立
場
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
従
来
の
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い３

。『
徹
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
諸
思
想
を
大
枠
で
整

理
す
る
と
、
三
重
の
念
仏
、
二
十
二
の
選
択
義
、
念
仏
三
昧
は
不
離

仏
値
遇
仏
の
義
で
あ
る
と
の
主
張
、
総
別
二
種
の
念
仏
義
、
往
生
七

義
、
と
い
っ
た
思
想
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
中
、

念
仏
三
昧
は
不
離
仏
値
遇
仏
の
義
と
、
総
別
二
種
の
念
仏
義
を
例
に

と
っ
て
論
じ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
念
仏
三
昧
の
説
示
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
説
は
『
徹
選
択

集
』
の
下
巻
の
冒
頭
か
ら
展
開
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
、

問
曰
、
念
仏
三
昧
ト
ハ
者
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
念
仏
三
昧
ト
ハ
者
是
レ
不
離
仏
之
義
也
。

問
曰
、
不
離
仏
ト
ハ
者
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
不
離
仏
ト
ハ
者
値
遇
仏
之
義
也
。

問
曰
、
値
遇
仏
ト
ハ
者
何
ノ
義
ソ
ヤ
乎
。

答
曰
、
値
遇
仏
ト
ハ

者
、
因
地
下
位
之
菩
薩
、
必
ス

値
二

遇
シ
テ

果

地
上
位
之
如
来
一ニ
、
刹
那
片
時
モ
不
レル
コ
ト
遠
二
離
ス
ヘ
カ
ラ
仏
一ヲ
。
譬
ハ

如
二シ
嬰
児
ノ
不
一レル
カ
離
レレ
母
ヲ
也
。�

（
浄
全
七
・
九
八
頁
上
）

と
い
っ
て
、
念
仏
三
昧
と
は
、
菩
薩
が
仏
果
を
得
る
た
め
に
仏
と
値

遇
し
、
片
時
も
離
れ
な
い
で
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
主
張
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
念
仏
三
昧
に
よ
っ
て
刹
那
片
時
も
称
名
念

仏
を
怠
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
常
に
阿
弥
陀
仏
と
値
遇
す
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
菩
薩
の
修
行
と
何
一
つ
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
の

主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
称
名
念
仏
行
が
菩
薩
行
と
全
く
変
わ
ら

な
い
行
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
称
名
念
仏
行
の
位
置
を
高
め

る
た
め
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
登
場
す
る
「
菩
薩
」
に

つ
い
て
も
、「
真
位
似
位
倶
に
是
れ
、
因
地
下
位
な
る
が
故
に
、
必

ず
仏
に
値
遇
す
る
な
り
。」（
浄
全
七
・
九
八
頁
上
）
と
い
っ
て
、
階

位
の
低
い
地
前
似
位
の
菩
薩
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
す
で
に
無
明
を

断
じ
て
法
性
を
明
ら
か
に
し
た
地
上
真
位
の
位
の
高
い
菩
薩
を
も
例

外
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
位
の
高
い
菩
薩
の

行
と
、
称
名
念
仏
に
よ
る
念
仏
三
昧
は
同
等
で
あ
る
と
い
う
思
想
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
主
張
は
恐
ら
く
三
学
を
修
め
る
思
想
に

根
を
お
ろ
し
、
称
名
念
仏
行
な
ど
は
因
果
共
に
レ
ベ
ル
の
低
い
行
で
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あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
当
時
の
顕
密
僧
に
対
し
て
、
称

名
念
仏
行
の
真
価
を
伝
え
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
思
想
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
、
総
の
念
仏
、
別
の
念
仏

　

総
の
念
仏
、
別
の
念
仏
と
は
、
こ
れ
も
巻
下
に
展
開
さ
れ
る
思
想

で
、
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

今
於
二テ

念
仏
一ニ

有
二リ

総
別
二
種
之
義
一

也
。
所
謂
ル

総
シ
テ

而
言
レハ
ハ

之
ヲ
、
万
行
皆
是
レ

念
仏
也
。
別
シ
テ
、
而
言
レハ
ハ

之
ヲ

以
二テ

口
称

名
号
一ヲ
為
二ル
念
仏
一ト
也
。
但
タ
善
導
ノ
意
、
捨
レテ
テ
総
ヲ
取
レル
別
ヲ
也
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
〇
七
頁
上
）

つ
ま
り
、「
念
仏
」
と
い
う
概
念
は
総
と
別
に
分
け
て
考
え
ら
れ
、

総
は
（
六
度
）
万
行
が
全
て
念
仏
で
あ
り
、
別
は
称
名
念
仏
の
行
で

あ
る
と
い
う
説
示
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
こ
の
文
の
前
の
問
答
に

問
曰
、
如
二キ
ハ
前
ノ
問
答
一ノ
、
修
二
行
ス
ル
六
度
一ヲ
菩
薩
、
値
二
遇
シ
テ
諸

仏
一ニ
浄
二ル
ヲ
仏
国
土
一ヲ
名
二ク
念
仏
一ト
也
。
若
爾
ハ
其
ノ
六
度
ノ
法
、
皆
ナ

可
レキ
ヤ
名
二ク
念
仏
一ト
乎
。

答
曰
、
爾
カ
也
。
念
二ス
ル
カ
仏
教
一ヲ
故
、
修
二シ
施
波
羅
蜜
一ヲ
。
念
二ス
ル
カ

仏
教
一ヲ
故
、
修
二シ
戒
波
羅
蜜
一ヲ
。
念
二ス
ル
カ
仏
教
一ヲ
故
修
二シ
忍
辱
波
羅

蜜
一ヲ
、（
…
中
略
…
）
若
シ
約
二サ
ハ
此
ノ
意
一ニ
者
、
六
波
羅
蜜
ハ
皆
ナ
是
レ

念
仏
也
。�

（
浄
全
一
〇
・
一
〇
六
頁
上
）

と
あ
っ
て
、
六
度
万
行
は
全
て
仏
の
教
え
を
念
ず
る
が
ゆ
え
に
修
す

る
の
で
あ
り
、
六
度
万
行
は
す
べ
て
念
仏
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
読
誦
等
の
行
に
も
言
及
し
、

問
曰
、
受
持
読
誦
等
ノ
行
モ
亦
可
レキ
ヤ
名
二
念
仏
一ト
乎
。

答
曰
、
爾
カ
也
。
念
二ス
ル
カ
仏
教
一ヲ
故
、
修
二ス
受
持
読
誦
等
ノ
行
一ヲ
。

是
レ

則
チ

不
離
仏
値
遇
仏
ノ

之
義
也
。
凡
ソ

一
切
ノ

功
徳
善
根
、

離
二レ
テ
ハ
於
仏
一ヲ
者
、
其
ノ
法
更
ニ
不
二
成
就
一
也
。

�

（
浄
全
一
〇
・
一
〇
六
頁
下
）

と
い
っ
て
、
読
誦
の
行
も
仏
の
教
え
を
念
じ
て
そ
の
教
え
を
読
誦
す

る
行
で
あ
る
た
め
に
「
念
仏
」
で
あ
り
、
こ
の
「
念
仏
」
を
離
れ
て

は
そ
の
行
が
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
行

は
皆
不
離
仏
値
遇
仏
の
行
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
主
張
か
ら
み
て
も
、
菩
薩
が
修
す
る
仏
道
修
行

は
、
皆
仏
の
教
え
を
念
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
修
す
る
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に
皆
念
仏
で
あ
り
、
こ
れ
を
総
の
念
仏
と
表
現
し
て
い
る

と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
称
名
念
仏
が
別
の
念
仏
で
あ
る
。
こ
の

説
に
よ
っ
て
六
度
万
行
も
称
名
念
仏
も
、
同
じ
「
念
仏
」
と
い
う
枠

の
も
の
で
あ
り
、
称
名
念
仏
は
こ
れ
ら
の
菩
薩
が
修
す
る
行
と
変
わ

ら
ぬ
価
値
を
有
す
る
行
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
主
張
も
菩
薩
の
行
と
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
称
名
念
仏
の

行
が
菩
薩
（
特
に
真
位
の
位
の
菩
薩
）
の
行
と
不
離
仏
値
遇
仏
で
あ

る
と
い
う
点
で
同
等
で
あ
り
、
ラ
ン
ク
の
低
い
行
で
は
な
い
こ
と
の

主
張
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
六
度
万
行
を
例
に
取

る
な
ど
、
顕
密
僧
に
対
し
て
念
仏
行
の
真
価
を
伝
え
る
た
め
の
意
思

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
総
別
の
念
仏
を
含
め
、『
徹
選
択
集
』
下

巻
全
体
が
、
不
離
仏
値
遇
仏
の
義
を
応
用
し
た
テ
ー
マ
の
も
と
に
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
称
名
念
仏
が
真
位
の
菩
薩
の
修

行
と
変
わ
ら
ぬ
こ
と
を
、
下
巻
全
体
を
通
じ
て
主
張
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

６
、
お
わ
り
に

　

以
上
『
徹
選
択
集
』
の
思
想
に
対
顕
密
僧
に
対
す
る
主
張
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
二
つ
の
思
想
に
つ
い
て

概
観
し
た
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
思
想
は
、
三
学
を
得
よ
う
と
菩
薩
行

を
修
す
る
教
義
を
拠
り
所
と
す
る
者
に
対
し
て
、
称
名
念
仏
行
に
よ

る
往
生
の
思
想
を
伝
え
る
た
め
に
は
非
常
に
有
効
な
論
理
で
あ
っ
た

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
思
想
は
聖
光
自
身
が
表
明

し
て
い
る
通
り
、
法
然
の
思
想
の
真
価
を
顕
彰
す
る
作
業
の
う
ち
で

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
、
顕
密
僧
を
意
識
し
て
成
立
し
た
も
の

と
限
定
す
る
よ
り
も
、
法
然
の
思
想
を
顕
彰
す
る
姿
勢
が
対
顕
密
的

な
思
想
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
説
示
を
提
示
し
た
目
的
と
し
て
は
、
本
稿
で
確
認
し
た
通
り
当

時
三
学
を
具
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
そ
の
行
を
修
さ
な
い
者
に
浄
土

往
生
の
教
説
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。

１　

黒
田
俊
雄
の
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』（
一
九
七
五
年
、

岩
波
書
店
）、
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
一
九
九

二
年
、
塙
書
房
）、
末
木
文
美
士
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』（
一
九

九
八
年
、
法
藏
館
）
な
ど
で
言
及
は
さ
れ
る
が
、
根
拠
を
明
確

に
し
た
論
攷
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
「
鎌
倉
仏
教
研
究
に

お
け
る
浄
土
宗
二
祖
聖
光
の
位
置
」（『
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研

究
所
年
報
』
三
三
号
・
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２　

拙
稿
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
九
州
北
部
に
つ
い
て
―
聖

光
研
究
の
視
点
か
ら
―
」（『
浄
土
学
』
第
四
五
輯
、
二
〇
〇
八

年
）、「
聖
光
の
事
跡
と
当
時
の
社
会
に
つ
い
て
―
天
福
寺
と
厨

寺
を
め
ぐ
っ
て
―
（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
〇
、
二
〇
一

二
）
等
。

３　

小
西
存
祐
「
鎮
西
国
師
に
就
て
」（『
三
上
人
の
研
究
』、
一
九
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三
五
年
）、
香
月
乗
光
「
鎮
西
教
学
に
於
け
る
祖
述
と
顕
彰
」

（『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』、
一
九
七
四
年
、
山
喜
房
仏

書
林
、
初
出
『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
三
号
、
一
九
五
七

年
）、
高
橋
弘
次
「
聖
浄
兼
学
の
精
神
」（『
三
上
人
研
究
』、
一

九
八
七
年
、
三
上
人
御
忌
記
念
出
版
会
）
等
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
と
『
円
光
大
師
御
伝
書
』

の
相
違
点
と
近
似
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
浄
土
宗
史
上
に
お
け
る

意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
前
筆
者
は
、
隆
圓
書
写
を
原
本
と
す
る
『
円
光
大
師
御
伝
書
』

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る１

。
本
書
に
は
現
世
主
義
的
・
通

仏
教
的
・
本
地
垂
迹
的
理
解
に
基
づ
い
た
称
名
念
仏
論
が
展
開
さ
れ

て
お
り
、
諸
本
の
検
討
を
進
め
た
結
果
、
本
書
が
在
地
の
教
化
の
た

め
に
作
成
さ
れ
た
法
然
上
人
に
仮
託
の
書
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

　

特
に
隆
圓
書
写
原
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
、
蕨
岡
家
が
、

篠
山
権
現
信
仰
、
四
国
八
十
八
カ
所
巡
礼
番
外
札
所
の
宿
場
村
の
大

庄
屋
で
あ
り
、
本
書
が
通
仏
教
・
本
地
垂
迹
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
こ
を
訪
れ
る
巡
礼
者
た
ち
の
宗
教
的
関
心
と
も
合
致
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
四
国
に
お
け
る
浄
土
宗
の
教
線
拡
大
と
い
う
視
点
か
ら

捉
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
の
仮
託
の
書
で
あ
る
本
書
を
隆
円
が
書
写
し
た

こ
と
は
、
近
世
社
会
に
お
け
る
浄
土
教
者
の
役
割
を
示
し
て
お
り
、

幕
藩
体
制
化
に
お
い
て
は
、
後
世
の
安
楽
を
説
く
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

現
世
に
お
け
る
倫
理
道
徳
を
説
く
こ
と
も
ま
た
、
浄
土
教
者
に
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
と
論
を
結
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
今
回
は
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
と
の
関
連
か
ら
、『
弘

法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
と
い
う
書
物
を
取
り
上
げ
る
。
両
書
の
内
容

は
近
似
し
て
お
り
、
内
容
の
比
較
と
両
者
の
位
置
づ
け
を
行
う
必
要

性
が
生
じ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
両
書
の
比
較
を
通
じ
て
、
そ
の
相
違
点
と

近
似
性
を
指
摘
し
、
浄
土
宗
史
上
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
し

『
円
光
大
師
御
伝
書
』
と
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
に
つ
い
て

東
海
林　

良　

昌
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た
い
。

一
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
と 

　
　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
は
、「
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）

二
月
源
空
在
判２

」
と
い
う
奥
書
を
持
ち
、
い
く
つ
か
の
写
本
が
存
在

す
る
が
、
江
戸
中
期
の
隆
圓
が
書
写
し
た
も
の
が
原
本
と
し
て
想
定

さ
れ
る
。

右
之
一
巻
者
去
仁
人
四
国
致
通
路
土
佐
国
御
札
所
辺
り
正
木
村

わ
ら
ひ
岡
之
丞
と
い
ふ
大
庄
屋
有
り
。
此
家
昔
し
よ
り
相
続
し

て
子
孫
当
年
迄
凡
千
七
百
年
続
ニ
此
家
ニ
源
空
上
人
御
真
筆
ニ

テ
此
一
巻
ア
リ
右
逗
留
中
ニ
是
ヲ
写
シ
帰
ル
者
也　

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
酉
十
月　

心
影
庵
釈
隆
円３

　

右
の
奥
書
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
人
が
四
国
土
佐
の
国
の
お

札
所
近
く
正
木
村
蕨
岡
助
之
丞
が
当
主
を
務
め
る
大
庄
屋
を
訪
れ
た

（
こ
の
助
之
丞
は
、
当
主
に
代
々
継
承
さ
れ
る
名
）。
こ
の
家
は
昔
か

ら
相
続
し
て
、
子
孫
は
当
年
ま
で
約
千
七
百
年
続
い
て
い
る
が
、
こ

の
家
に
源
空
上
人
の
御
真
筆
に
よ
る
一
巻
が
あ
っ
た
。
逗
留
中
に
こ

れ
を
書
写
し
持
ち
帰
っ
た
も
の
を
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
隆

円
が
書
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
は
隆
圓
が
『
近
世
念
仏
往
生
伝
』
作
成
に
当
た
り
、
採
話
を

行
っ
て
い
た
頃
に
、
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
法
然
上
人
の

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
第
一
発
見
者
が
四
国
の
地
に
伝
わ
る
法

然
上
人
の
真
筆
と
し
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
時
代
が

か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
円
光
大
師
」
の
大
師
号
を
表
題

に
持
つ
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
初
期
～
中
期
に
か
け
て
成
立
し
、
隆

圓
の
手
に
よ
り
流
通
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

次
の
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇

九
）
に
発
行
さ
れ
た
『
弘
法
大
師
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
鹿
苑
院
殿
（
足
利
義
満
）
高
雄
神
護

寺
に
御
成
の
時
宝
蔵
よ
り
是
を
選
出
せ
ら
れ
、
勅
符
代
々
之
宝

也
。
秘
す
べ
し
。
信
ぜ
ざ
る
者
に
見
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
也
。

右
此
の
一
巻
は
、
秘
書
也
と
雖
も
、
信
心
の
輩
済
度
の
為
に
こ

れ
を
写
す
る
も
の
な
り
。
依
る
に
而
し
て
件
の
如
し
。
万
治
元

年
（
一
六
五
八
）
戌
十
二
月　

大
田
貞
継　

こ
れ
を
写
す４

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
足
利
義
満
が
選
出
し
た
と
さ
れ
、
秘
書
と
し
て

神
護
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
本
書
に
つ
い
て
、『
全
集
』
の

編
者
は
、

編
者
曰
く
、
右
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
一
巻
は
、
天
保
五
年
感

空
和
尚
開
版
の
本
に
依
り
て
、
こ
れ
を
出
す
。
写
本
数
通
を
得
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て
対
校
す
る
に
、
互
い
に
詳
略
同
異
あ
り
。
誤
脱
少
な
か
ら
ず
。

今
は
一
一
に
掲
げ
示
す
逞
こ
と
能
は
ず
。
此
の
書
の
古
来
浄
土

門
諸
宗
の
末
徒
伝
え
て
、
我
が
大
師
の
撰
と
な
す
。
然
れ
ど
も

済
暹
覚
鑁
等
の
諸
録
に
も
載
せ
ず
。
自
宗
学
匠
の
中
古
来
一
人

の
こ
れ
を
信
ず
る
有
る
こ
と
無
し
。
況
や
文
体
の
全
く
異
な
る

を
や
。
是
れ
明
ら
か
に
後
世
浄
土
門
の
末
徒
名
を
我
が
大
師
に

託
し
て
、
妄
想
す
る
所
な
る
の
み
。
其
の
高
尾
神
護
寺
従
り
出

づ
と
云
い
勅
符
代
代
之
宝
と
云
う
が
、
虚
構
之
説
な
り
。
全
く

信
ず
る
に
足
ら
ず５

と
、
済
暹
『
弘
法
大
師
御
作
書
目
録
』
や
覚
鑁
『
御
作
目
録
』
に
も

収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
後
世
の
浄
土
門
の
者
た
ち
に
よ
る
空
海

仮
託
の
偽
書
と
断
じ
て
い
る
。

　

こ
の
編
者
の
指
摘
の
通
り
、
本
書
に
は
『
選
択
集
』
の
内
容
を
元

に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、

十
人
は
十
人
な
が
ら
、
百
人
は
百
人
な
が
ら
、
と
も
に
往
生
す

る
事
う
た
が
ひ
な
し６

。

と
、
こ
の
箇
所
は
、

『
往
生
礼
讃
』
に
云
く
。
も
し
能
く
上
の
ご
と
く
念
々
相
続
し

て
、
畢
命
を
期
と
す
る
者
は
、
十
は
す
な
わ
ち
十
生
じ
、
百
は

す
な
わ
ち
百
生
ず７

と
い
う
、『
選
択
集
』
に
お
け
る
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
の
「
十
即
十

生
百
即
百
生
」
の
引
文
を
基
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
次
の
、

如
来
の
六
度
万
行
諸
仏
の
内
証
智
恵
慈
悲
外
用
神
通
説
法
の
功
徳
恒
沙

の
法
門
、
惣
じ
て
一
切
諸
波
羅
密
悉
皆
名
号
の
中
に
納
め
給
ふ８

も
同
様
に
、

名
号
は
こ
れ
万
徳
の
帰
す
る
所
な
り
。
然
れ
ば
す
な
わ
ち
弥
陀

一
仏
の
所
有
る
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
の
一
切
の
内

証
の
功
徳
、
皆
こ
と
ご
と
く
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に
摂
在
せ

り
。
故
に
名
号
の
功
徳
最
も
勝
と
す
。
余
行
は
し
か
ら
ず
、

各
々
一
隅
を
守
る９

と
、『
選
択
集
』
所
説
の
「
万
徳
所
帰
」
の
名
号
論
を
そ
の
原
典
と

し
て
想
定
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、

念
仏
の
行
者
を
ほ
め
て
い
は
く
、
も
し
よ
く
念
仏
と
な
ふ
れ
ば

人
中
の
好
人
な
り
。
人
の
中
最
勝
の
人
な
り
。
人
中
の
ふ
ん
だ

り
け
な
り10

と
、
説
か
れ
る
「
人
中
の
ふ
ん
だ
り
け
」
の
箇
所
も
ま
た
、

『
観
無
量
寿
経
』
に
云
く
、
も
し
念
仏
せ
ん
者
、
ま
さ
に
知
る

べ
し
、
こ
の
人
す
な
わ
ち
こ
れ
人
中
の
芬
陀
利
華
な
り11

同
経
の
『
疏
』
に
云
く
。（
中
略
）
も
し
念
仏
す
る
者
は
、
す
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な
わ
ち
こ
れ
人
中
の
好
人
・
人
中
の
妙
好
人
・
人
中
の
上
上

人
・
人
中
の
稀
有
人
・
人
中
の
最
勝
人
な
り11

と
、『
選
択
集
』
に
お
け
る
『
観
無
量
寿
経
』・『
観
経
疏
』
の
引
文

が
合
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
空
海
と
の
関
わ
り
を
言
え
ば
、

阿
字
本
不
生
の
意
を
阿
弥
陀
と
な
づ
く11

阿
字
本
不
生
の
意
を
阿
弥
陀
と
名
づ
け
る
な
ど
と
、
真
言
宗
的
な
名

号
理
解
が
弘
法
大
師
に
仮
託
さ
れ
た
本
書
の
性
格
を
表
し
て
い
る
。

本
書
の
最
も
古
い
写
本
と
し
て
は
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
書
写

の
光
徳
寺
蔵
本
が
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
『
選
択
集
』
開
版
以
降
、

す
な
わ
ち
鎌
倉
時
代
前
期
か
ら
室
町
時
代
中
期
に
か
け
て
の
成
立
と

思
わ
れ
る
。

二
、
両
書
に
お
け
る
近
似
点
と
相
違
点

　

両
書
に
展
開
さ
れ
る
名
号
論
に
は
近
似
点
が
あ
る
。
例
え
ば
『
弘

法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
で
は
、

空
海
私
に
云
。
六
字
の
名
号
は
華
厳
経
六
十
巻
を
以
て
南
の
字

を
作
り
。
大
梵
経
不
動
経
大
集
経
を
以
て
無
の
字
を
作
り
。
涅

槃
経
四
十
巻
法
華
経
八
巻
二
十
八
品
文
字
の
数
六
万
九
千
三
百

八
十
余
文
字
を
以
て
阿
の
字
を
作
り
給
ふ
。
大
般
若
六
百
巻
の

諸
法
を
以
て
弥
の
字
を
作
り
給
ふ
。
八
万
の
聖
教
一
切
諸
仏
菩

薩
を
以
て
陀
の
字
を
作
り
給
ふ
。
故
に
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り11

と
、
六
時
名
号
の
一
字
一
字
に
経
典
の
真
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

し
て
い
る
が
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
で
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
ハ
善
法
諸
法
の
本
源
な
り
さ
れ
は
阿
含

経
ヲ
以
て
南
の
一
字
を
作
り
華
厳
経
六
十
巻
を
以
て
無
の
字
を

作
り
大
般
若
を
以
て
阿
の
字
を
つ
く
り
給
ふ
天
台
六
十
巻
方
等

部
四
十
一
巻
を
以
て
弥
の
一
字
を
作
り
給
ふ
大
般
若
法
華
経
八

巻
廿
八
部
を
以
て
陀
仏
の
二
字
を
作
り
玉
ふ
ゆ
へ
に
南
無
阿
弥

陀
仏
と
唱
へ
奉
れ
は
八
万
諸
聖
経
を
読
奉
る
な
り15

と
、
経
名
や
巻
数
は
異
な
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
内
容
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
名
号
論
は
他
の
箇
所
に
も
あ
り
、
次
に
挙
げ
る
『
弘

法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
の
、

故
に
経
に
云
く
。
阿
の
字
は
十
方
三
世
の
仏
。
弥
の
字
は
一
切

諸
菩
薩
。
陀
の
字
は
八
万
諸
聖
教
無
量
無
辺
の
功
徳
を
集
め
給

ふ
。
故
に
阿
弥
陀
と
は
い
へ
り
。
亦
阿
の
字
は
過
去
の
千
仏
。

弥
の
字
は
現
在
の
千
仏
。
陀
の
字
は
未
来
の
千
仏
。
故
に
南
無

阿
弥
陀
仏
と
一
度
唱
ふ
れ
ば
、
三
世
の
諸
仏
の
御
名
を
称
ふ
る

な
り16

と
、
こ
こ
で
は
名
号
の
一
字
一
字
に
諸
仏
菩
薩
の
全
て
の
功
徳
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
説
示
も
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
で
は
、
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故
に
南
の
字
に
七
万
五
千
の
仏
納
玉
ふ
無
の
字
に
ハ
六
千
体
乃

仏
こ
も
り
玉
ふ
阿
の
一
字
に
は
七
万
五
千
仏
納
め
玉
ふ
弥
の
字

は
六
千
体
の
仏
納
め
給
ふ
仏
の
は
十
方
恒
沙
の
仏
こ
も
り
玉
ふ

か
故
に
一
度
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
ふ
れ
は
緒
の
仏
を
尊
の
信
奉

り11

と
、
仏
の
数
と
配
当
は
異
な
る
が
、
無
数
の
諸
仏
の
功
徳
が
名
号
に

込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
類
似
が
あ
る
。
恐
ら
く
『
円
光
大
師
御
伝

書
』
は
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
を
参
照
し
て
、
作
成
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
に
挙
げ
る
、
両
所
の
近
似
点
か
ら
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
の
、

平
等
覚
経
に
い
は
く
。
え
ん
ぶ
だ
ご
ん
の
金
を
も
つ
て
高
さ
十

丈
の
仏
を
一
万
体
作
り
十
度
供
養
し
奉
る
よ
り
、
念
仏
一
遍
の

功
徳
は
今
尚
勝
れ
た
り
と
い
へ
り
。
浄
心
経
に
い
は
く
三
万
恒

沙
の
金
の
塔
を
建
て
供
養
す
る
よ
り
も
、
念
仏
一
遍
の
功
徳
な

を
勝
れ
た
り
と18

と
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
の

た
と
へ
は
一
万
三
千
体
の
仏
を
造
り
又
金
を
以
て
高
さ
十
丈
の

堂
を
建
て
堂
塔
供
養
す
る
功
徳
よ
り
一
念
の
念
仏
一
へ
ん
の
功

徳
は
猶
も
て
す
く
れ
た
り
と
説
玉
へ
り19

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
の
筆
者
は
、『
弘
法

大
師
念
仏
口
伝
集
』
の
『
平
等
覚
経
』
所
説
の
十
丈
の
仏
の
記
述
と
、

『
浄
心
経
』
所
説
の
塔
の
供
養
の
記
述
を
要
約
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
両
書
の
近
似
点
か
ら
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』

は
、
法
然
『
選
択
集
』
を
基
に
し
、
弘
法
大
師
仮
託
の
書
と
し
て
作

ら
れ
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
は
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
を
基

に
し
、
法
然
上
人
仮
託
の
書
と
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
両
書
の
う
ち
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
は
、『
選
択
集
』

の
真
言
宗
的
理
解
の
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
の
相
違
点
を

も
つ
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な
記
述
が

見
ら
れ
る
。

又
神
道
に
は
南
の
一
字
に
伊
勢
両
宮
天
照
大
神
宮
こ
も
り
玉
ふ

無
の
字
に
は
熊
野
三
社
大
権
現
の
こ
も
ら
せ
玉
ふ
阿
の
字
に
は

八
幡
大
菩
薩
の
こ
も
ら
せ
給
う
弥
の
字
に
ハ
十
羅
刹
女
の
こ
も

ら
せ
玉
ふ
陀
仏
の
二
字
ハ
伊
弉
諾
尊
二
柱
住
吉
四
社
明
神
こ
も

ら
せ
玉
ふ
と
申
故
に
一
た
ひ
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
へ
奉
れ
は
諸

の
仏
を
尊
む
信
な
り
並
び
に
明
神
の
こ
も
ら
せ
玉
ふ
を
崇
め
奉

る
信
也10
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こ
こ
で
は
、
六
字
に
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
・
熊
野
・
八
幡
・
十
羅
刹

女
・
イ
ザ
ナ
ギ
・
住
吉
を
配
当
し
、
念
仏
を
称
え
れ
ば
神
祇
を
崇
拝

す
る
こ
と
に
も
な
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、

神
と
い
ふ
も
仏
と
い
ふ
も
一
体
分
身
に
し
て
別
に
あ
ら
は
衆
生

済
度
の
為
に
仏
と
も
神
と
も
現
し
ま
志
〳
〵
て
現
世
に
て
ハ
人

間
長
久
に
守
り
玉
ふ
是
に
偏
に
日
本
を
神
国
と
申
事
も
古
の
い

わ
れ
な
り11

の
よ
う
な
、
本
地
垂
迹
説
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、

又
人
間
に
は
仏
法
自
ま
ん
と
て
仏
の
き
ら
は
せ
給
ふ
自
慢
あ
り

一
に
は
我
れ
智
あ
る
と
思
ひ
愚
痴
を
か
ろ
し
め
富
貴
を
お
も
ふ

貧
な
る
人
を
見
さ
け
官
あ
る
人
な
り
と
も
浅
し
き
を
あ
な
と
ら

す
唯
道
俗
男
女
も
ろ
と
も
に
我
高
慢
の
気
を
打
ち
捨
て
浅
ま
し

き
悪
業
の
身
な
り
と
も
西
方
浄
土
へ
導
き
玉
へ
と
誓
願
に
か
く

た
の
む
べ
き
な
り
信
心
深
き
念
仏
の
功
力
に
て
南
の
一
字
に
修

羅
道
の
苦
を
の
か
れ
無
阿
弥
三
じ
は
餓
鬼
道
の
苦
を
の
か
れ
陀

の
一
字
に
は
畜
生
道
の
苦
を
ま
ぬ
か
れ
仏
の
一
字
に
は
一
百
三

十
六
地
獄
の
苦
の
か
れ
今
生
に
て
は
栄
花
さ
か
え
子
孫
繁
盛
に

し
て
後
生
成
仏
う
た
か
ひ
無
き
者
也
故
に
一
念
の
念
仏
に
は
無

量
の
罪
も
即
滅
し
現
世
無
量
の
護
念
も
摂
取
不
捨
と
と
き
玉
ふ

也11

　

と
、
知
識
人
・
富
者
・
官
人
の
高
慢
を
戒
め
、
往
生
を
説
く
な
ど
、

世
俗
の
倫
理
道
徳
や
現
世
安
穏
・
子
孫
繁
盛
な
ど
が
利
益
と
し
て
説

か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
幅
広
い
層
の
教
化
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
神
・
儒
・
仏
が
相
互
に
関
係
し
あ
う
、
近
世
的
宗
教
世

界
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
取
り
上
げ
た
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』

は
、
鎌
倉
時
代
前
期
か
ら
室
町
時
代
中
期
に
か
け
て
の
成
立
と
推
定

で
き
、
ま
た
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
は
、
江
戸
初
期
か
ら
中
期
に
か

け
て
の
成
立
と
推
定
で
き
る
。

　

両
書
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
は
、

法
然
『
選
択
集
』
を
基
に
弘
法
大
師
仮
託
の
書
と
し
て
作
ら
れ
、

『
円
光
大
師
御
伝
書
』
は
、『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
を
基
に
法
然

上
人
仮
託
の
書
と
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』
は
中
世
高
野
山
に
お
け
る

『
選
択
集
』
理
解
の
一
端
を
示
し
、『
円
光
大
師
御
伝
書
』
は
仏
教
の

他
に
も
世
俗
の
倫
理
道
徳
や
神
祇
な
ど
、
神
儒
仏
が
相
互
に
関
係
し

あ
う
、
近
世
的
宗
教
世
界
に
お
け
る
浄
土
宗
の
教
化
の
実
態
を
示
し
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て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
偽
書
（
仮
託
の
書
）
や
神
儒
仏
の
習
合
的

世
界
を
背
景
に
持
つ
テ
キ
ス
ト
類
は
、
光
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
。

　

近
代
以
降
、
人
々
の
意
識
は
、
多
く
の
も
の
が
変
化
を
遂
げ
、
そ

の
始
ま
り
が
い
つ
か
ら
な
の
か
を
問
う
こ
と
が
、
常
態
化
す
る
よ
う

に
な
る
と
言
わ
れ
る11

。
そ
の
中
で
、
教
団
護
持
や
宗
侶
養
成
の
立
場

か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
整
理
や
宗
史
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
。
現
在
の

我
々
は
、
近
代
以
降
の
先
人
の
成
し
遂
げ
た
業
績
の
恩
恵
を
蒙
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
近
代
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
世

界
に
し
か
目
を
向
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
後
我
々
は
、
教
団
内
で
正
し
く
相
承
さ
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
群

や
鎮
西
派
の
形
成
史
の
重
要
性
と
と
も
に
、
批
判
書
や
偽
書
（
仮
託

の
書
）
と
い
っ
た
諸
書
や
、
神
儒
仏
が
相
互
補
完
し
あ
う
宗
教
的
世

界11

な
ど
、
よ
り
広
範
な
背
景
に
目
を
向
け
な
が
ら
浄
土
宗
史15

を
と
ら

え
な
お
す
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

１　

拙
稿
「
隆
圓
書
写
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教

論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
年
）

２　

同

３　

同

４　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）

５　

同

６　

同

７　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
浄
土
宗
、
一
九
九
八
年
）

８　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）

９　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
浄
土
宗
、
一
九
九
八
年
）

10　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）

11　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
浄
土
宗
、
一
九
九
八
年
）

11　

同

11　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）

11　

同

15　
『
円
光
大
師
御
伝
書
』（
拙
稿
「
隆
圓
書
写
『
円
光
大
師
御
伝

書
』
に
つ
い
て
」、『
佛
教
論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
年
）

16　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）
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11　
『
円
光
大
師
御
伝
書
』（
拙
稿
「
隆
圓
書
写
『
円
光
大
師
御
伝

書
』
に
つ
い
て
」、『
佛
教
論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
年
）

18　
『
弘
法
大
師
念
仏
口
伝
集
』（『
弘
法
大
師
全
集
』
一
四
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
〇
九
年
）

19　
『
円
光
大
師
御
伝
書
』（
拙
稿
「
隆
圓
書
写
『
円
光
大
師
御
伝

書
』
に
つ
い
て
」、『
佛
教
論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
年
）

10　

同

11　

同

11　

同

11　
「
近
代
に
お
い
て
は
ま
た
、
多
く
の
も
の
が
変
化
し
て
い
き
、

い
つ
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
か
を
問
う
意
識
が
日
常
化
し
て
い
る
。

「
近
代
」
と
は
、
古
い
も
の
が
遠
ざ
か
っ
て
い
き
、
新
し
い
も

の
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
識
に
と
り
ま
か
れ
、「
い
つ

か
ら
か
」
を
問
う
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
い
る
時
代
で
も
あ
ろ

う
」（
島
薗
進
「
宗
教
史
の
可
能
性
」、『
岩
波
講
座　

宗
教
』、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

11　

末
木
文
美
士
氏
は
、
中
世
的
世
界
観
に
お
け
る
「
顕
と
冥
」
の

影
響
を
近
世
に
見
て
、
近
世
的
世
界
観
を
想
定
し
て
い
る
。

「
近
世
に
お
い
て
も
「
冥
」
の
神
仏
の
秩
序
が
否
定
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
世
に
較
べ
て
、「
顕
」
の
領
域
が

非
常
に
大
き
く
な
る
。
中
世
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
か
っ
た
世
俗
の
倫
理
が
大
き
な
課
題
と
な
り
、
儒
教
の
み
な

ら
ず
、
仏
教
も
積
極
的
に
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
儒
教

の
中
で
も
合
理
主
義
的
な
立
場
で
は
、「
冥
」
の
世
界
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
は
「
冥
」
の
世
界
を

主
張
す
る
中
心
的
な
勢
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
平
田

篤
胤
に
よ
っ
て
神
道
が
独
自
の
「
冥
」
の
世
界
の
構
想
を
持
つ

に
い
た
り
、
仏
教
の
力
は
衰
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
」（
末
木

文
美
士
『
近
世
の
仏
教
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

15　

次
に
挙
げ
る
文
言
は
、
現
時
点
に
お
け
る
浄
土
宗
史
の
定
義
を

代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
浄
土
宗
史
と
は
、
浄
土
宗
の
歴

史
的
研
究
で
あ
り
、
浄
土
宗
的
と
い
わ
れ
る
一
切
の
事
象
的
研

究
に
名
付
け
た
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
宗
の
本
質
を
根
本

基
調
と
し
て
発
生
し
た
宗
教
的
・
心
理
的
・
政
治
的
・
教
育

的
・
芸
術
的
等
各
方
面
に
わ
た
っ
て
の
諸
事
象
の
研
究
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
浄
土
宗
の
聖
典
並
に
聖
典
解

釈
法
・
教
団
の
情
勢
並
に
そ
の
制
度
・
寺
院
及
び
僧
侶
の
経
済

並
生
活
様
式
宗
義
の
変
遷
及
び
表
現
法
・
儀
式
儀
礼
・
伝
道
・

芸
術
・
信
仰
す
る
人
々
（
帰
依
者
・
信
徒
）
及
び
僧
侶
と
の
関

係
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
事
象
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
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し
た
一
切
の
事
象
の
相
互
関
係
・
社
会
的
関
係
並
び
に
変
遷
発

展
の
歴
史
的
事
実
の
一
般
を
研
究
の
対
象
と
す
る
学
問
を
浄
土

宗
史
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」（『
浄
土
宗
史
』、
浄
土
宗
、
一
九
六

五
年
）
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は
じ
め
に　

～
問
題
の
所
在
と
こ
れ
ま
で
の
経
緯
～

　

阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
、
極
楽
に
対
応
す
る
梵
語sukhāvatī

に
は
、

そ
も
そ
も
「
極
」
に
相
当
す
る
語
義
は
な
い
。
極
楽
と
い
う
語
を
初

め
て
用
い
た
『
阿
弥
陀
経
』
の
訳
者
、
鳩
摩
羅
什
（
以
下
、
羅
什
）

の
意
図
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
極
楽
と
い
う
語
、
と
り
わ
け
極

と
い
う
語
に
は
、
私
た
ち
浄
土
教
信
者
に
と
っ
て
何
か
汲
み
取
る
べ

き
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
大
き
な
課
題
の
も
と
、

筆
者
は
、
平
成
二
二
年
の
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
に
お
い
て
「
極
楽

の
極
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
考
を
発
表
し
た１

。

　

論
考
に
当
た
っ
て
、
筆
者
は
、
梵
文
阿
弥
陀
経
（
梵
本
）
と
羅
什

訳
の
比
較
か
ら
、
梵
本
に
は
あ
っ
て
羅
什
訳
に
は
見
出
せ
な
い
、

「
諸
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
称
讃
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

極
楽
の
極
に
迫
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
参
照
資
料
と
す
べ

く
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
仏
国
土
の
双
方
を
称
讃
す
る
初
期
無
量
寿
経

の
所
説
か
ら
、
称
讃
を
構
成
す
る
要
素
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
た
。

そ
の
結
果
、
注
目
し
た
要
素
の
一
つ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
に
対

す
る
称
讃
は
、
そ
の
仏
国
土
を
建
立
し
た
菩
薩
時
代
の
あ
り
よ
う
に

も
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
阿
弥
陀
経
の
前
半
部
分
、
極
楽
の
様
相
を
叙
述
す
る

節
目
節
目
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
定
型
句
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
お

け
る
菩
薩
時
代
の
、
仏
国
土
建
立
に
関
す
る
形
跡
を
発
掘
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
、
ま
ず
は
梵
本
の
そ
れ
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
も

し
、
梵
本
の
定
型
句
か
ら
何
ら
か
の
形
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
な
ら
ば
、
そ
の
定
型
句
を
手
掛
か
り
に
、
羅
什
訳
に
お
け
る
極
楽

称
讃
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の

で
あ
る
。

極
樂
の
「
極
」
を
め
ぐ
っ
て
２

袖　

山　

榮　

輝
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１
、
単
数
か
複
数
か　

―buddhaks

4 etragun

4 avyūha-�
�

に
お
け
るbuddhaks

4 etra-

を
め
ぐ
っ
て
―

　

周
知
の
通
り
『
阿
弥
陀
経
』
は
そ
の
前
半
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
や

阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
仏
国
土
の
様
相
を
説
き
明
か
す
が
、
そ
の
節
目

節
目
に
定
型
句
に
よ
る
仏
国
土
の
総
括
を
組
み
入
れ
な
が
ら
、
所
説

を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
梵
文
阿
弥
陀
経
に
お
い
て
は

①evam

4 rūpaih

4  śāriputra buddhaks

4 etragun

4 avyūhaih

4  
sam

alam

4 kr

4 tam

4  tadbuddhaks
4 etram

4 ２

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
６
回
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は

buddhaks

4 etragun

4 avyūhaih

4

とtadbuddhaks

4 etram

4

と
、

buddhaks

4 etra-

（
仏
国
土
）
と
い
う
語
を
二
つ
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
文
脈
上
、
後
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
、

sukhāvatī-

の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
者
のbuddhaks

4 etra-
と
は
何

を
指
す
の
か
。
じ
つ
は
前
者
のbuddhaks

4 etragun

4 avyūha-
に
お

け
るbuddhaks

4 etra-

に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
諸
翻

訳
に
相
異
が
あ
る
。
以
下
、
①
傍
線
部
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
訳

文
を
あ
げ
て
み
る
。

《
Ａ
》
ミ
ュ
ラ
ー
／w

ith such arrays of excellences 
peculiar to a Buddha country

３

《
Ｂ
》
岩
波
文
庫
版
／
こ
の
よ
う
な
、
仏
国
土
特
有
の
み
ご
と

な
光
景
で４

《
Ｃ
》
藤
田
宏
達
／
も
ろ
も
ろ
の
こ
の
よ
う
な
仏
国
土
の
功
徳

の
荘
厳
に
よ
っ
て５

《
Ｄ
》
北
畠
利
親
／
こ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
仏
国
土
の
功
徳

荘
厳
に
よ
っ
て６

　

さ
て
、《
Ａ
》
で
はbuddhaks

4 etra-

はa Buddha country

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
定
の
仏
国
土
で
は
な
く
、

仏
国
土
一
般
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。《
Ｂ
》
も
特
有
な
ど
と

い
う
訳
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
《
Ａ
》
の
解
釈
を
承
け

て
い
よ
う
が
、
こ
れ
ま
た
《
Ａ
》
と
同
じ
く
、buddhaks

4 etra-

に

つ
い
て
は
仏
国
土
一
般
を
指
し
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

《
Ａ
》
と
《
Ｂ
》
は
、
文
法
上
、buddhaks

4 etra-

を
単
数
と
捉
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、《
Ｃ
》《
Ｄ
》
は
、「
も
ろ
も
ろ
」

を
ど
こ
に
か
け
る
か
、
微
妙
な
文
言
と
な
っ
て
い
る
が
、
仏
国
土
に

か
け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ばbuddhaks

4 etra-

に
つ
い
て
は
複
数
と

理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

buddhaks
4 etragun

4 avyūha-

に
お
け
るbuddhaks

4 etra-

に
つ
い

て
は
、
単
数
か
複
数
か
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
得
る
の
だ
が
、
文
法

上
の
こ
と
だ
け
を
言
え
ば
、
こ
のbuddhaks

4 etra-

は
単
数
に
も
複
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数
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
のbuddhaks

4 etragun

4 avyūha-

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、

buddhaks
4 etra-

を
一
語
と
勘
定
す
れ
ば
、
そ
れ
とgun

4 a-

と

vyūha-

の
三
語
を
以
て
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
（
複
合
語
）
を
形
成
す
る
。

コ
ン
パ
ウ
ン
ド
内
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
分
に
配
さ
れ
た
語
は
「
語

幹
の
形
を
維
持
し
」「
数
の
区
別
を
表
さ
な
い７

」
と
さ
れ
る
以
上
、

こ
の
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
の
前
分
で
あ
るbuddhaks

4 etra-

も
ま
た
語
幹

の
形
を
維
持
し
た
ま
ま
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
、
単
数
で
あ
っ

て
も
複
数
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
語
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
文

法
上
は
双
方
の
解
釈
が
許
容
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
単
数
で
あ
れ

複
数
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
か
判
断
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
文
脈
に
沿
っ

て
手
掛
か
り
を
探
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
梵
文
阿
弥
陀
経
内
に
お

け
るbuddhaks

4 etragun

4 avyūha-

の
用
例
は
①
の
定
型
句
に
し
か

な
い
。
こ
のbuddhaks

4 etra-

に
つ
い
て
、
文
法
的
に
も
、
文
脈
的

に
も
、
単
数
か
複
数
か
を
判
断
す
る
客
観
的
な
決
め
手
が
な
い
と
な

れ
ば
、
そ
れ
が
恣
意
的
で
あ
ろ
う
と
、
最
終
的
に
は
訳
者
の
判
断
に

委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。

　

じ
つ
は
筆
者
も
、
先
年
、
梵
文
阿
弥
陀
経
の
和
訳
を
発
表
し
た
。

そ
の
際
、
①
の
定
型
句
に
つ
い
て
は
、

《
Ｅ
》
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
。
こ
う
し
た
か
た
ち
で
、
も
ろ
も

⌇
⌇
⌇

ろ
の
⌇
⌇
仏
の
国
土
に
お
け
る
徳
性
を
さ
ま
ざ
ま
に
ア
レ
ン
ジ
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
仏
国
土
は
ま
ど
か
な
装
い
を
施
さ
れ
て

い
る８

。

と
訳
し
、buddhaks

4 etra-

に
つ
い
て
は
、
波
線
部
の
ご
と
く
明
ら

か
に
複
数
と
す
る
訳
文
を
施
し
た
。

　

次
に
、
そ
の
意
図
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

２
、
単
数
説
に
与
し
な
い
理
由

　

ま
ずbuddhaks

4 etragun

4 avyūha-

に
お
け
るbuddhaks

4 etra-

を
複
数
と
す
る
第
一
の
理
由
は
、
単
数
と
解
釈
す
る
場
合
に
、
い
さ

さ
か
危
惧
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
法
上
、buddhaks

4 etra-

を

単
数
と
捉
え
る
ミ
ュ
ラ
ー
や
岩
波
文
庫
は
、
仏
国
土
の
徳
性

（buddhaks

4 etragun

4 a-

）
に
つ
い
て
、《
Ａ
》peculiar to a 

Buddha country

あ
る
い
は
《
Ｂ
》
仏
国
土
特
有
の
、
と
い
う
文

言
を
用
い
て
訳
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
「
仏
国
土
特
有
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、「
仏
国
土
で

あ
れ
ば
そ
の
特
別
な
も
の
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
「
仏
国
土
と
し
て
は
一
般
的
に
有
し
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
は
、
そ
の
様

相
に
お
い
て
仏
国
土
に
関
す
る
一
般
論
に
基
づ
く
も
の
と
な
り
、
他
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の
仏
国
土
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
国
土
と
解
釈
さ
れ
や
し
ま
い
か
と

の
危
惧
が
生
じ
、
単
数
説
に
は
与
し
に
く
い
。
勢
い
、
複
数
説
を
採

り
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

次
にvyūha-
の
語
義
も
ま
た
、
単
数
説
に
与
し
に
く
い
第
一
と

同
じ
理
由
を
導
く
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
対
応
す
る
漢
訳
語
「
荘

厳
」
が
あ
ま
り
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ミ
ュ
ラ
ー
がarrays

と
訳

し
、
岩
波
文
庫
が
配
置
と
訳
し
た
よ
う
に
、
ア
プ
テ
の
梵
英
辞
典
は

a m
ilitary array

を
第
一
義
に
配
し
、
ま
た
モ
ニ
エ
ル
の
そ
れ
も

placing apart. distribution. A
rrangem

ent. orderly 
arrangem

ent of the parts of a w
hole. disposition. 

と
い
っ

た
と
こ
ろ
を
第
一
義
に
あ
げ
て
い
る
。

　

vyūha-

に
含
ま
れ
る
語
義
、
と
り
わ
け
、
モ
ニ
エ
ル
が
あ
げ
る

語
義
か
ら
は
「
組
み
合
わ
せ
の
妙
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
感
じ

ら
れ
、
筆
者
の
拙
訳
も
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
、《
Ｅ
》
ア
レ
ン
ジ
と

い
う
語
を
用
い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
も
と
で
あ
る
動
詞
、vy

√
ūh

の
語
義
の
一
つ
に
、
モ
ニ
エ
ル
がplace asunder

（
離
れ
離
れ
に

置
く
）
と
い
っ
た
語
義
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
し
量
る
に
、

そ
も
そ
もvyūha-

と
い
う
名
詞
が
示
す
動
き
な
り
働
き
は
、
そ
の

対
象
と
し
て
複
数
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
よ
う
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、buddhaks

4 etragun

4 avyūha-

のvyūha-

は

必
然
的
に
複
数
を
要
求
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
しvyūha-

が
要
求
で
き
る
複
数
はbuddhaks

4 etragun

4 a-

を
の
二
語
か
ら
な
る
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
に
対
し
て
で
あ
る
。
コ
ン
パ
ウ

ン
ド
と
し
て
はgun

4 a-

が
複
数
で
あ
れ
ば
、
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
全
体
を

複
数
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
前
分
で
あ
る

buddhaks

4 etra-

は
、
文
法
的
に
は
単
数
で
も
複
数
で
も
構
わ
な
い

こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
単
数
だ
と
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
国

土
は
仏
国
土
一
般
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
徳
性
をvyūha-

し
た
だ
け

の
も
の
と
な
り
、
第
一
の
理
由
で
示
し
た
危
惧
に
再
び
言
及
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
や
は
り
単
数
説
に
は
与
し
に
く

く
、vyūha-

が
要
求
す
る
の
は
複
数
をbuddhaks

4 etra-

とgun

4 a-

の
双
方
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
理
由
は
、
こ
れ
こ
そ
恣
意
的
な
の
で
あ
る
が
、

buddhaks

4 etragun

4 avyūha-

と
い
う
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
、

vyūha-

が
複
数
のbuddhaks

4 etra-

を
要
求
す
る
梵
文
無
量
寿
経

の
事
例
を
、
梵
文
阿
弥
陀
経
に
反
映
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

コ
ン
パ
ウ
ン
ド
に
お
け
るbuddhaks

4 etra-

を
複
数
と
解
釈
す
る
限

り
に
お
い
て
は
、「
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
、tadbuddhaks

4 etra-

は
、

他
の
複
数
の
仏
国
土
の
さ
ま
ざ
ま
な
徳
性
をvyūha-

す
な
わ
ち
組

み
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ど
か
な
装
い
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が
施
さ
れ
る
」
と
の
解
釈
が
可
能
と
な
り
、
第
一
の
理
由
に
お
い
て

指
摘
し
た
危
惧
の
回
避
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

３
、buddhaks

4 etragun

4 avyūha-

の
用
例�

�

―
梵
文
無
量
寿
経
の
場
合�

―

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
梵
文
無
量
寿
経
に
お
け
る

buddhaks

4 etragun

4 avyūha-
の
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
梵

文
無
量
寿
経
に
お
い
て
こ
の
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
に
類
す
る
用
例
は
、
管

見
に
お
い
て
10
余
例
ほ
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
見
落
と
し

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
第
５
章
か
ら
第
７
章

に
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
『
無
量
寿
経
』
巻
上
に
お
い
て
、
無
上
の

覚
り
を
求
め
る
心
を
発
し
た
法
蔵
が
世
自
在
王
の
御
前
に
お
い
て

願
佛
爲
我
廣
宣
經
法
我
當
修
行
攝
取
佛
國
清
淨
莊
嚴
無
量
妙
土９

と
懇
請
す
る
周
知
の
場
面
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面
が
お
お
よ
そ
梵
文

無
量
寿
経
第
５
章
の
前
半
部
分
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち

dharm
ākara-

（
法
蔵
）
がlokeśvararāja-

（
世
自
在
王
）
に
対

し

②tām

4 ś ca m
e Bhagavān ākārān parikīrtayatu, yair 

aham

4  buddhaks

4 etrasya gun

4 avyūhasam

4 padam

4  
parigr

4 hnīyām

4 10.

【
試
訳
／
そ
れ
ら
の
様
相
を
世
尊
は
私
（
法
蔵
）
に
向
け
て
称

讃
し
て
く
だ
さ
い
。〔
つ
ま
り
〕
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
私
が
、
仏

国
土
に
つ
い
て
、
徳
性
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
仕
立
て
上
が
っ
た
出

来
映
え
を
つ
か
め
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
〔
な
様

相
〕
を
。】

と
お
願
い
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
世
自
在
王
は
、

③tena hi tvam

4  bhiks

4 o svayam
 eva buddhaks

4 etra
gun

4 ālam

4 kāravyūhasam

4 padam

4  parigr

4 hn

4 īs

4 e

11.

【
試
訳
／
比
丘
よ
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
汝
は
ま
さ
に
み
ず

か
ら
、
仏
国
土
の
徳
性
や
装
飾
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
仕
立
て
上
が

っ
た
出
来
映
え
を
つ
か
め
る
。】

と
法
蔵
に
促
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
蔵
は

④nāham

4  B
hagavan utsahe. api tu B

hagavān  
ev

a b
h

ās

4 atv
 an

y
es

4 ām

4  tath
āg

atān
ām

4   
buddhaks

4 etragun

4 avyūhasam

4 padam

4 , yām

4  śrutvā 
vayam

4  sarvākārām

4  paripūrayis

4 yām
a iti 11.

【
試
訳
／
世
尊
よ
。
自
分
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
た

だ
世
尊
の
み
が
〔
で
き
て
い
る
の
で
す
〕。
他
の
も
ろ
も
ろ
の

如
来
の
、
仏
国
土
の
徳
性
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
仕
上
が
っ
た
出
来

映
え
を
お
説
き
く
だ
さ
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
お
聞
き
し
て
、
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私
は
〔
そ
う
し
た
も
の
の
〕
様
相
で
す
べ
て
満
た
す
で
し
ょ
う
、

と
。】

と
述
べ
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
如
来
の
仏
国
土
に
つ
い
て
説
明
を
求
め

る
が
、
前
節
で
言
及
し
た
「vyūha-

がbuddhaks

4 etra-

の
複
数

を
要
求
す
る
梵
文
無
量
寿
経
の
事
例
」
と
は
、
じ
つ
は
、
こ
こ
の
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。buddhaks

4 etragun

4 avyūha-

にsam

4 pad-

が

結
合
し
て
、
梵
文
阿
弥
陀
経
よ
り
も
一
語
多
い
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
を
形

成
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
のbuddhaks

4 etra-

は
、
傍
線
を
施
し
た

「
他
の
も
ろ
も
ろ
の
如
来
」
に
属
す
る
。
明
ら
か
に
複
数
と
解
釈
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
引
用
文
②
に
お
い
て
は
、buddhaks

4 etragun

4 avyūha-

の
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
がbuddhaks

4 etrasya gun

4 avyūha-

と
分
解
さ

れ
、
仏
国
土
は
単
数
形
の
属
格
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
のbuddhaks

4 etra-

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
法
蔵
が
建
立
し
よ

う
と
す
る
仏
国
土
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
仏
国
土
一
般
と
理
解
で
き

よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
法
蔵
は
浄
土
建
立
を
発
願
し
た
も
の
の
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
出
来
映
え
に
仕
上
げ
る
か
、
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
あ
り
き
た
り
の
仏
国
土
で

は
な
い
、
他
の
仏
国
土
を
凌
駕
す
る
仏
国
土
を
建
立
し
た
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
引
用
文
④
に
お
い
て
他
の
仏
国
土
の
出
来
映
え
に
つ
い
て

説
示
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
法
蔵
は
、
前
節
に
お
い
て

言
及
し
たbuddhaks

4 etragun

4 avyūha-

に
お
け
るbuddhaks

4 etra-

単
数
説
に
対
す
る
の
と
同
様
の
危
惧
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「vyūha-

がbuddhaks

4 etra-

の
複
数
を
要
求
す
る
梵
文

無
量
寿
経
の
事
例
」
に
は
、buddhaks

4 etra-

単
数
説
を
拒
む
法
蔵

の
決
意
が
窺
え
よ
う
。

４
、
小
結

　

法
蔵
は
、
そ
の
後
、
説
示
さ
れ
た
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
仏
国
土
の

出
来
映
え
を
す
べ
て
一
つ
の
仏
国
土
に
つ
か
み
き
り
（sarvā 

ekabuddhaks

4 etre parigr

4 hya

11
）、
世
自
在
王
の
も
と
を
離
れ
、

五
劫
と
い
う
時
間
を
か
け
て
、
ど
こ
に
も
、
い
ま
だ
か
つ
て
出
現
し

た
こ
と
の
な
い
、
よ
り
尊
い
、
よ
り
妙
な
る
、
仏
国
土
の
徳
性
や
装

飾
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
仕
立
て
上
が
る
出
来
映
え
を
つ
か
ん
で
尊
い
誓

願
を
発
し
、
第
７
章
に
至
っ
て
、
自
身
の
仏
国
土
の
完
成
を
宣
言
す

る
が
、
引
用
文
①
定
型
句
中
の
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
に
お
け
る

buddhaks

4 etra-

を
単
数
と
す
る
か
、
複
数
と
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
じ
つ
は
法
蔵
が
建
立
す
る
仏
国
土
策
定
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
重

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
両
経
が
別
々
の
仏
国
土
を
主
張
し
て
い
な

い
限
り
に
お
い
て
、
①
定
型
句
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
（
梵
本
で
は
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am
itāyus

如
来
）
の
菩
薩
時
代
の
あ
り
よ
う
を
汲
み
取
っ
て
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本

稿
の
所
期
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
今
後
は
梵
文
阿
弥
陀
経
に
お
け
る
①
定
型
句
の
位
置
付
け

に
つ
い
て
、
梵
文
阿
弥
陀
経
と
梵
文
無
量
寿
経
に
お
け
る

sukhāvatī

に
関
す
る
叙
述
方
法
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
検
討
し
、
①

定
型
句
か
ら
諸
仏
に
よ
るsukhāvatī

称
讃
の
意
が
汲
み
取
れ
る
か

考
察
し
て
み
た
い
。

１　
『
佛
教
論
叢
』
五
五
号
（
浄
土
宗
、
二
〇
一
一
）

２　

浄
土
宗
全
書
別
巻
・
一
九
六
～
二
〇
二
頁

３　

浄
土
宗
全
書
別
巻
・
四
五
〇
～
四
五
五
頁

４　

中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
『
浄
土
三
部
経
（
下
）』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
一
）
一
二
二
～
一
二
六
頁

５　

藤
田
宏
達
『
梵
文
和
訳
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』（
法
蔵
館
、

一
九
七
五
）
一
五
九
～
一
六
三
頁

６　

北
畠
利
親
『
梵
雑
漢
対
照
仏
説
阿
弥
陀
経
訳
註
』（
永
田
昌
文

堂
、
二
〇
〇
六
）
一
四
～
三
六
頁

７　

辻
直
四
郎
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

四
）
二
三
三
頁

８　

袖
山
榮
輝
『
全
注
全
訳
阿
弥
陀
経
事
典
』（
鈴
木
出
版
、
二
〇

〇
八
）（
二
八
）
～
（
三
九
）
頁

９　

浄
土
宗
全
書
一
・
五
頁
／
浄
土
宗
聖
典
一
・
二
一
頁

10　

香
川
孝
雄
『
無
量
寿
経
の
諸
本
対
象
研
究
』（
永
田
昌
文
堂
、

一
九
八
四
）
九
四
頁

11　

香
川
孝
雄
『
無
量
寿
経
の
諸
本
対
象
研
究
』（
永
田
昌
文
堂
、

一
九
八
四
）
九
六
頁

11　

香
川
孝
雄
『
無
量
寿
経
の
諸
本
対
象
研
究
』（
永
田
昌
文
堂
、

一
九
八
四
）
九
六
頁

11　

香
川
孝
雄
『
無
量
寿
経
の
諸
本
対
象
研
究
』（
永
田
昌
文
堂
、

一
九
八
四
）
一
〇
二
頁
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隠
元
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）
と
共
に
渡
来
し
た
黄
檗
僧
は
書

や
絵
画
を
数
多
く
残
し
て
い
る
が
、
獨
湛
（
一
六
二
八
～
一
七
〇

六
）
も
例
外
で
は
な
い
。『
初
山
獨
湛
禅
師
行
由
』
に
は
「
族
人
素
ヨ
リ

善
二ス

琴
棋
書
畫
一ヲ
」１

と
記
さ
れ
て
お
り
、
獨
湛
は
幼
い
頃
か
ら
書
や

絵
画
を
善
く
す
る
環
境
の
中
で
優
れ
た
才
能
を
備
え
て
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
獨
湛
が
絵
画
と
し
て
残
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
関
係

と
し
て
『
涅
槃
図
』、『
盧
舎
那
仏
像
』『
地
蔵
菩
薩
像
』、『
弥
勒
菩

薩
像
』、『
地
獄
変
相
図
』、『
目
蓮
尊
者
』、『
維
摩
居
士
像
』、『
中
峰

明
本
像
』
等
が
あ
り
、
肖
像
画
と
し
て
『
隠
元
像
』、『
列
祖
図
』、

『
自
画
像
』
等
が
あ
り
、
中
国
文
化
関
係
の
も
の
と
し
て
『
孔
子
像
』、

『
林
兆
恩
像
』、
等
が
あ
り
、
日
本
文
化
関
係
の
も
の
と
し
て
『
天
神

図
』、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
風
景
を
描
い
て
い
る
。
幅
広
い
分
野
の
絵

画
の
中
か
ら
現
在
所
在
を
確
認
で
き
て
浄
土
教
に
関
連
す
る
作
品
を

年
代
順
に
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

黄
檗
僧
念
仏
獨
湛
の
絵
画
に
見
る
浄
土
教

田　

中　

芳　

道

二
九
歳	

善
光
寺
阿
弥
陀
三
尊	

獨
湛
賛
（
京
都　

萬
福
寺
蔵
）	

〔
図
１２

〕

四
二
歳	

阿
弥
陀
仏	

獨
湛
賛
（
白
河　

斎
藤
貞
一
郎
氏
蔵
）	

〔
図
２３

〕

五
五
歳	

阿
弥
陀
仏	

獨
湛
賛
（
長
崎　

興
福
寺
蔵
）	

〔
図
３４

〕

	

観
音
図	

獨
湛
賛
（
愛
知　

大
乗
寺
蔵
）	

〔
図
４５

〕

	

阿
弥
陀
如
来
像	

獨
湛
賛
（
京
都　

獅
子
林
院
蔵６

）
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獨
湛
は
来
日
し
て
か
ら
二
年
経
た
な
い
う
ち
に
善
光
寺
の
阿
弥
陀

三
尊
を
模
写
し
、
賛
を
付
し
て
善
光
寺
の
三
尊
を
讃
え
て
い
る
。
獨

湛
は
渡
来
し
て
か
ら
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
年
代
順
に
追

っ
て
見
る
と
晩
年
に
は
浄
土
教
関
係
の
作
品
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

獨
湛
は
絵
を
描
き
、
そ
の
多
く
に
自
ら
賛
を
付
し
て
い
る
こ
と
は

禅
門
の
伝
統
で
あ
る
。
そ
の
賛
に
は
獨
湛
自
身
の
思
い
、
教
養
を
托

さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
思
想
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
絵

画
を
何
点
選
ん
で
そ
の
内
容
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

善
光
寺
阿
弥
陀
三
尊
像11

　

獨
湛
は
善
光
寺
の
弥
陀
三
尊
の
各
尊
を
一
幅
ず
つ
描
い
て
い
る
。

絵
を
は
さ
ん
で
上
段
に
は
経
文
を
書
写
し
、
下
段
に
は
各
尊
へ
の
讃

六
二
歳	

阿
弥
陀
如
来
像	

獨
湛
賛	

（
豊
川　

妙
巌
寺
蔵７

）

六
三
歳	

無
量
壽
如
来
像	

獨
湛
賛	

（
京
都　

萬
福
寺
蔵８

）

六
九
歳	

善
導
大
師
画
像	

獨
湛
賛	

（
洛
西　

華
聞
院
蔵
）
義
山
に
送
っ
た
善
導
大
師
像９

七
三
歳
頃	
善
導
大
師
画
像	

獨
湛
賛	

（
白
河　

斎
藤
貞
一
郎
氏
蔵
）	

　
〔
図
５11

〕

	
〃	

獨
湛
賛	

（
青
森　

佐
々
木
嘉
太
郎
氏
蔵11

）

	

〃	

獨
湛
賛	

（
京
都　

深
草
真
宗
院
蔵
）

七
四
歳	

廬
山
十
八
高
賢
図	

獨
湛
賛	

（
京
都　

獅
子
林
院
蔵
）　	

〔
図
６11

〕

	

無
量
壽
如
来
像	

獨
湛
賛	

（
浜
松　

浜
松
市
立
中
央
図
書
館
蔵11

）

七
六
歳	

清
海
曼
陀
羅	

	

（
京
都　

萬
福
寺
蔵
）	

〔
図
9
〕

七
七
歳	

勧
修
作
福
念
佛
図
説14

（
不
明
）	

二
祖
対
面	
獨
湛
賛	

（
京
都　

鹿
ヶ
谷
法
然
院
蔵
）	

〔
図
７
〕

（
不
明
）	

法
然
上
人
像	

獨
湛
賛	
（
黒
谷
金
戒
光
明
寺
所
蔵
）	

〔
図
８15

〕

（
不
明
）	

當
麻
曼
陀
羅	

	
（
京
都　

萬
福
寺
蔵
）	

〔
図
11
〕
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〔図１〕

〔図２〕〔図３〕〔図４〕
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〔図５〕

〔図６〕

〔図７〕〔図８〕
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文
を
付
し
て
い
る
。

　

ま
ず
阿
弥
陀
佛
に
関
す
る
上
段
の
経
文
の
冒
頭
に
は
、
ま
ず
「
臨

済
正
伝
三
十
三
世
」
と
し
て
押
印
し
て
い
る
。
そ
の
経
文
は
『
観
無

量
壽
経
』
上
品
上
生
の
「
佛
告
阿
難
及
韋
提
希
上
品
上
生
者
若
有
衆

生
願
生
彼
国
者
発
三
種
心
即
便
往
生
（
中
略
）
諸
佛
徧
十
方
界
於
諸

佛
前
次
第
授
記
還
到
本
国
得
無
量
百
千
陀
羅
尼
門
是
名
上
品
上
生

者17

」
で
あ
る
。
経
文
の
末
尾
に
は
「
太
歳
戊
寅
年
九
月
廿
七
日
薦
翊

宣
居
士
慈
恵
嬬
人
性
瑩
拝
写
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
獨
湛
が
元
禄
十

一
年
（
一
六
九
八
年
）、
七
十
一
歳
の
時
に
、
両
親
の
翊
宣
居
士
と

慈
恵
嬬
人
の
供
養
の
為
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

観
音
菩
薩
図
の
右
下
に
は
獨
湛
の
父
親
と
思
わ
れ
る
像
が
小
さ
く

描
か
れ
て
い
る
。
上
段
に
は
『
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩

萬
行
首
楞
嚴
經
』
卷
第
六
の
「
爾
時
観
世
音
菩
薩
即
従
座
起
頂
礼
佛

足
而
白
佛
言
世
尊
憶
念
我
昔
無
数
恒
河
沙
劫
於
時
有
佛
出
現
於
世
名

観
世
音
（
中
略
）
若
諸
菩
薩
入
三
摩
地
進
脩
無
漏
勝
解
現
円
我
現
佛

身
而
為
説
法
令
其
解
脱18

」
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
三

摩
地
に
入
っ
て
三
十
二
応
国
土
身
を
成
就
し
自
在
に
説
法
し
て
解
脱

さ
せ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
観
音
図
に
関
し
て

は
年
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い19

。

　

勢
至
菩
薩
図
の
左
下
に
は
獨
湛
の
母
親
と
思
わ
れ
る
像
が
描
か
れ

〔図 10〕 〔図９〕
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て
い
る
。
上
段
に
は
『
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首

楞
嚴
經
』
卷
第
五
の
「
大
勢
至
法
王
子
與
其
同
倫
五
十
二
菩
薩
即
従

座
起
頂
礼
佛
足
而
白
佛
言
我
憶
往
昔
恒
河
沙
劫
有
佛
出
世
名
無
量
光

十
二
如
来
相
継
一
劫
其
最
後
佛
名
超
日
月
光
彼
佛
教
我
念
佛
三
昧

（
中
略
）
今
於
此
界
攝
念
佛
人
帰
於
浄
土
佛
問
円
通
我
無
選
択
都
撮

六
根
浄
念
相
継
得
三
摩
地
斯
為
第
一11

」
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
超
日
月
光
佛
が
勢
至
菩
薩
に
念
佛
三
昧
の
教
え
を
授
け
、

浄
念
相
続
に
よ
っ
て
三
摩
地
の
境
地
を
得
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
箇

所
で
あ
る
。
こ
の
勢
至
図
に
も
年
号
に
関
す
る
も
の
は
付
さ
れ
て
い

な
い
。

　

ま
た
阿
弥
陀
仏
図
の
下
段
の
讃
文
の
末
尾
に
は
「
榜
眼
丞
相
正
献

公
後
裔
陳
袞
明
題
」
と
、
陳
俊
卿
の
子
孫
で
あ
る
陳
袞
明
（
獨
湛
の

父
）、
觀
音
菩
薩
の
讃
文
の
末
尾
に
は
「
状
元
丞
相
忠
粛
公
嗣
孫
陳

袞
明
拝
題
」
と
、
陳
文
龍
の
後
継
で
あ
る
陳
袞
明
、
勢
至
菩
薩
の
讃

文
の
末
尾
に
は
「
明
史
孝
廉
茂
烈
公
嗣
孫
陳
袞
明
拝
題
」
と
、
茂
烈

の
後
継
者
で
あ
る
陳
袞
明
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
獨
湛
の
父
の

名
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
獨
湛
が
父
の
代
わ
り
に
讃
文
を
代
筆
し
、

各
讃
の
末
尾
に
翊
宣
（
獨
湛
の
父
陳
袞
明
の
字
名
）
の
印
と
父
母
袞

明
と
黄
氏
の
押
印
が
あ
る
。

　

獨
湛
が
代
筆
し
た
讃
文
の
内
容
を
簡
潔
に
記
述
す
る
と
、
先
ず
阿

弥
陀
仏
図
一
幅
の
讃
文
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

善
光
如
来
三
尊
讃

空
性
如
円
鏡
浄
穢
不
留
痕
念
生
迷
本
覚
致
念
真
性
渾
飄
零
九
有

内
躁
動
若
狂
攘
法
蔵
発
弘
願
広
開
諸
度
門
竺
天
始
敲
鋳
百
済
達

来
源
利
人
機
未
點
佛
円
火
乃
燔
難
波
潜
水
応
三
礼
一
光
存
肩
托

善
光
力
荷
負
返
家
円
夫
婦
信
非
浅
普
施
後
世
恩
直
念
日
本
国
極

楽
同
一
原
佛
法
厥
初
至
信
濃
増
信
根
我
願
世
界
衆
同
見
弥
陀
尊

　

つ
ま
り
、
空
の
本
性
は
円
鏡
の
如
く
、
浄
と
穢
の
痕
跡
も
無
い
。

衆
生
の
念
は
迷
も
本
覚
を
も
生
む
。
念
は
真
性
を
も
濁
性
を
も
招
く
。

九
有
に
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
落
ち
つ
く
こ
と
な
く
狂
乱
す

る
こ
と
に
な
る
。
法
蔵
菩
薩
は
弘
き
願
を
発
し
て
、
広
く
諸
々
の
済

度
の
門
を
開
い
た
。
イ
ン
ド
で
鋳
造
が
始
ま
っ
た
仏
像
が
百
済
の
人

た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
日
本
の
人
を
利
す
る
機

会
と
ま
で
は
到
ら
な
か
っ
た
。
仏
の
円
か
な
姿
は
火
で
焼
か
れ
難
波

の
海
に
沈
め
ら
れ
た
。（
本
多
善
光
が
）
そ
の
一
光
三
尊
像
に
三
礼

し
て
肩
に
背
負
っ
て
家
に
持
ち
帰
っ
て
円
満
な
姿
に
し
た
。
信
仰
の

深
い
善
光
夫
婦
は
（
一
光
三
尊
の
前
で
）
普
く
後
世
に
め
ぐ
み
を
施

す
た
め
に
直
ち
に
日
本
の
国
の
こ
と
を
念
じ
た
。
極
楽
は
共
に
た
ず

ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
法
を
当
初
欠
い
て
い
た
の
に
、
信
濃
の
国

で
は
一
光
三
尊
に
よ
っ
て
信
根
が
増
上
し
て
行
っ
た
。
今
、
願
う
こ
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と
は
世
界
の
人
々
が
同
じ
く
阿
弥
陀
佛
を
見
奉
る
こ
と
で
あ
る
、
と

い
う
讃
で
あ
る
。

　

獨
湛
は
こ
の
阿
弥
陀
仏
へ
の
讃
文
中
に
善
光
寺
の
一
光
三
尊
の
由

来
と
そ
の
歴
史
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
善
光
寺
如
来
に
関
連

す
る
資
料
を
見
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
善
光
寺
に
関
す
る
文
献

で
獨
湛
が
見
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。

　

①
『
善
光
寺
如
来
縁
起
』
全
四
巻
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
刊
。

漢
文
体
。

　

②
『
善
光
寺
如
来
縁
起
』
全
五
巻
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
刊
。

和
文
体11

。

　

こ
れ
か
ら
す
る
と
獨
湛
は
①
漢
文
体
の
も
の
を
読
み
、
阿
弥
陀
仏

讃
文
へ
の
参
考
と
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
一
光
三
尊
像

が
火
に
焼
か
れ
る
場
面
が
②
和
文
体
の
も
の
に
し
か
記
さ
れ
て
い
な

い
た
め
お
そ
ら
く
獨
湛
は
和
文
体
の
も
の
も
見
聞
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。

　

勢
至
菩
薩
図
に
付
さ
れ
て
い
る
讃
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

大
勢
至
菩
薩
菩
薩
久
遠
大
劫
前
無
量
光
佛
曽
親
伝
相
継
十
二
如

来
超
日
月
光
最
後
出
教
令
念
佛
三
昧
門
譬
如
一
人
専
憶
記
一
人

専
忘
相
遇
難
二
憶
念
同
不
乖
異
佛
念
衆
生
如
母
旦
子
若
逃
逝
思

何
為
子
憶
能
如
母
憶
時
天
親
骨
肉
曽
相
値
感
応
是
等
不
思
議
如

染
香
人
身
有
気
菩
薩
因
地
念
佛
来
得
入
無
生
法
忍
智
今
拝
於
界

攝
群
生
次
補
観
音
涅
槃
位
三
界
火
宅
我
難
出
安
養
金
台
祈
早
至

餘
生
巳
厭
願
己
発
早
乞
撰
携
仰
慈
済

　
　

明
暦
二
年
歳
次
丙
申
八
月
初
四
日

　

大
勢
至
菩
薩
は
久
遠
大
劫
以
前
、
無
量
光
佛
よ
り
親
し
く
法
を
相

伝
さ
れ
た
。
十
二
如
来
の
中
で
超
日
月
光
佛
は
最
後
に
出
で
て
念
仏

三
昧
の
法
門
を
説
い
た
。
譬
え
ば
、（
別
離
し
て
そ
の
こ
と
を
）
専

ら
忘
れ
ず
に
憶
え
て
い
る
人
と
専
ら
忘
れ
て
い
る
人
が
再
び
相
い
遇

う
こ
と
は
希
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
互
い
の
憶
念
は
同
じ
で
あ
っ
て
背

反
す
る
こ
と
は
な
い
。
仏
が
衆
生
を
念
ず
る
時
は
た
だ
母
が
子
に
対

す
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
子
が
親
か
ら
逃
れ
、
離
反
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
思
い
は
一
体
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
子
が
何
時
か
母
と
同
じ
よ
う
な
思
い
を
懐
く
よ
う
に

な
っ
た
ら
、
父
や
身
内
の
者
と
も
、
か
つ
て
の
よ
う
に
出
会
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
感
応
は
不
思
議
で
あ
る
。
香
に
染
ま
っ
た
人
に
は
香

気
が
あ
る
よ
う
に
、
勢
至
菩
薩
は
因
地
の
念
仏
が
薫
染
し
、
無
生
法

忍
を
得
て
、
今
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
け
る
衆
生
た
ち
を
攝
取
し
て
い

る
。
次
に
は
勢
至
菩
薩
が
観
音
の
涅
槃
位
を
補
う
。
我
々
は
三
界
火

宅
か
ら
出
離
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
早
く
浄
土
の
蓮
台
に
至
る
こ
と
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を
願
い
、
余
生
を
い
と
い
、
願
を
発
し
て
、
早
く
往
生
す
る
こ
と
を

願
い
、
慈
悲
の
救
済
を
仰
ぐ
べ
き
だ
、
と
い
う
讃
文
で
あ
る
。

　

こ
の
讃
文
の
内
容
は
ほ
ぼ
『
大
仏
頂
首
楞
嚴
經
』
の
勢
至
円
通
章

に
基
づ
い
て
い
る
。『
大
仏
頂
首
楞
嚴
經
』
に
説
く
親
子
の
念
い
の

不
離
な
る
こ
と
は
、
善
導
が
『
観
経
疏
』「
定
善
義
」
第
九
真
身
観

文
釈
の
所
謂
、
摂
取
の
三
縁
中
の
「
親
縁
」
で
、「
衆
生
憶
二
念
ス
レ
ハ

佛
一ヲ
者
佛
亦
憶
二
念
シ
玉
衆
生
一ヲ
」11

と
言
う
よ
う
に
、
互
い
の
念
い
が
呼

応
す
れ
ば
そ
こ
に
感
応
道
交
が
生
じ
る
と
い
う
念
仏
を
介
し
て
の
仏

と
衆
生
も
不
離
な
る
境
界
を
想
起
す
る
。
こ
れ
は
獨
湛
が
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
八
月
四
日
に
書
い
た
讃
文
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
上
段
の
経
文
は
太
歳
戊
寅
年
（
一
六
九
八
）
九
月
廿
七

日
（
獨
湛
七
十
一
歳
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
下
段
の
讃
文

は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
八
月
四
日
（
獨
湛
が
二
十
九
歳
）
に
代

筆
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
上
下
の
記
日
に
は
四
十
二
年
の
差
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。

　

獨
湛
は
善
光
寺
の
一
光
三
尊
像
を
描
い
た
際
、
三
尊
図
の
上
段
と

下
段
に
付
し
た
経
文
と
讃
文
を
代
筆
し
て
親
が
書
い
た
よ
う
に
し
て

い
る
。
ま
た
観
音
図
に
は
父
親
、
勢
至
図
に
は
母
親
を
書
き
添
え
て

い
る
な
ど
、
双
親
の
こ
と
を
強
く
念
頭
に
お
き
な
が
ら
描
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
勢
至
菩
薩
の
讃
に
は
『
大
仏
頂
首
楞
嚴
經
』
を
踏

ま
え
な
が
ら
親
子
の
念
い
の
不
離
な
る
こ
と
と
念
仏
を
介
し
て
の
阿

弥
陀
仏
と
衆
生
と
の
不
離
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。『
黄
檗
獨

湛
禅
師
全
録
』
巻
二
の
「
薦
道
浄
居
士
」11

の
中
で
、
獨
湛
は
俗
世
で

の
親
よ
り
も
慈
悲
の
父
母
を
究
竟
の
親
と
受
け
と
め
て
い
た
。
こ
の

阿
弥
陀
三
尊
は
獨
湛
の
そ
う
し
た
思
い
を
絵
造
化
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

獨
湛
は
こ
の
他
に
も
阿
弥
陀
仏
図
を
数
多
く
描
い
て
い
る
。
次
に

そ
の
中
か
ら
二
点
を
取
り
上
げ14

、
讃
文
の
内
容
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
描
か
れ
た
阿
弥
陀
如
来
図15

の

讃
文
の
冒
頭
に
は
、「
臨
済
正
伝
三
十
三
世
」
の
押
印
が
あ
る
。
そ

の
讃
文
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

我
生
多
自
慶
二
聖
号
一
得
レ
親
聞
二
雑
業
一
成
レ
組
臨
専
修
二
自
在
一

群
弥
陀
為
二

嚴
父
一

世
事
視
二

浮
雲
一

銷
二

却
娑
婆
明
理
一

成
二

浄

土
一
又

　

黄
檗
独
湛
題
并
図
性
瑩
之
章

　

す
な
わ
ち
我
が
生
涯
に
お
い
て
は
他
で
も
な
く
自
ら
聖
号
を
慶
び
、

親
み
を
得
た
。
雑
業
の
こ
と
を
聞
い
て
は
、
組
を
結
成
し
て
、
そ
れ

に
臨
ん
で
は
、
専
ら
浄
土
の
行
を
自
在
に
修
し
た
。
組
の
群
生
は
阿

弥
陀
仏
を
厳
父
と
し
、
世
事
を
浮
雲
と
視
な
し
、
娑
婆
の
道
理
を
銷

却
し
て
浄
土
へ
の
道
を
開
い
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
獨
湛
が
阿
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弥
陀
仏
を
厳
父
と
仰
ぐ
組
を
成
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
、「
念
仏
会
」

の
よ
う
な
衆
会
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
然
院
光
明
蔵

所
蔵
『
獨
湛
念
佛
會
』
は
獨
湛
の
作
で
は
な
い
が
、
こ
の
書
は
中
国

の
廬
山
白
蓮
社
に
始
ま
る
念
仏
結
社
の
歴
史
を
概
説
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
末
尾
に
「
我
老
僧
瑩
當
下

具
二

香
燭
一

神
遊
随
中

喜
此
會
上
」11

と
あ
る
よ
う
に
、
獨
湛
は
念
仏
会
に
随
喜
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
） 

無
量
寿
如
来
図17

に
は
次
の
よ

う
な
讃
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

此
方
学
道
者
係
重
―多
レ
無
レ
成
独
於
二
浄
土
教
一
観
想
并
持
名
無

間
諸
僧
俗
皆
是
證
一
生
金
銀
台
陰
異
不
退
地

同
楽
壬
午
上
元

　

つ
ま
り
、
こ
の
世
間
に
お
い
て
学
道
に
い
そ
し
む
者
は
多
い
が
、

成
就
し
た
も
の
は
多
く
な
い
。
た
だ
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
観
相
念

仏
な
ら
び
に
持
名
念
仏
を
間
断
な
く
相
続
す
れ
ば
、
僧
俗
は
皆
等
し

く
得
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
銀
台
に
生
ま
れ
て
、
生
を
異
に
し

た
次
生
に
は
不
退
転
地
に
住
し
て
楽
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
獨
湛
は
法
然
の
肖
像
（
図
８
）
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は

次
の
よ
う
な
賛
を
付
し
て
い
る18

。

大
師
大
円
光　

照
耀
未
来
際　

合
相
非
両
人　

勢
至
本
因
地

　

つ
ま
り
、「
大
師
の
大
円
光
は
、
未
来
際
を
照
耀
す
。
相
を
合
わ

せ
ば
両
人
に
非
ず
、
勢
至
が
本
の
因
地
な
り
」
と
あ
る
。

　

獨
湛
が
描
き
、
賛
を
付
し
た
こ
の
法
然
の
肖
像
は
『
法
然
上
人
行

状
絵
図
』
第
八
巻
の
第
七
段
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
法
然
の
弟
子
勝
法
房
は
法
然
の
真
影
を
描
き
、
そ
こ
に

銘
を
所
望
し
た
。
そ
こ
で
法
然
は
左
右
の
手
に
鏡
を
持
ち
、
水
鏡
を

前
に
お
い
て
自
ら
の
姿
を
映
し
、
描
か
れ
た
絵
と
相
違
す
る
所
に
は

胡
粉
を
塗
っ
て
直
し
た
と
い
う
。
更
に
後
日
、
法
然
は
別
紙
に
「
我

れ
本
地
に
念
仏
の
心
を
以
て
、
無
生
忍
に
入
る
。
今
此
の
界
に
於
て
、

念
仏
の
人
を
摂
し
て
浄
土
に
帰
せ
し
む　

十
二
月
十
一
日　

源
空
」

と
銘
を
添
え
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
大
仏
頂
首
楞
厳
経
』
勢

至
円
通
章
に
い
う
念
仏
心
に
よ
っ
て
無
生
忍
に
入
っ
た
と
い
う
経
文

に
基
づ
い
て
、
獨
湛
は
勢
至
菩
薩
の
相
と
円
光
大
師
の
相
と
が
別
も

の
で
は
な
い
と
い
う
法
然
へ
の
讃
嘆
文
を
書
き
添
え
た
と
考
え
ら
れ

る19

。

　

獨
湛
の
法
然
上
人
観
に
関
し
て
、
現
在
黒
谷
金
戒
光
明
寺
に
伝
わ

る
縦
二
八
、五
㌢
横
五
七
、七
㌢
の
獨
湛
の
書
が
あ
る11

。
そ
れ
は
「
圓

光
大
師
真
蹟
予
親
見
之
如
親
面
大
師　

獨
湛
識　

黒
谷
清
心
院11

」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
中
の
「
之
」
と
は
何
を
指
す
か
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
金
戒
光
明
寺
に
は
真
蹟
と
い
わ
れ
る
『
一
枚
起
請
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文
』
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
獨
湛
が
そ
れ
を
親
し
く
目
の
当
た
り
に
し

た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
書
は
そ
の
真
蹟
を
見
た

獨
湛
の
感
銘
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

１　
『
初
山
獨
湛
禅
師
行
由
』
二
丁
右
。〈『
獨
湛
全
集
』
第
四
巻
五

〇
三
頁
〉。

２　

大
槻
幹
郎
稿
「
黄
檗
獨
湛
絵
画
の
序
説
」（『
大
和
文
華
』
第
一

一
一
号
所
収
）。

３　
『
墨
美
』
一
九
六
一
年
一
二
月
一
一
三
号　
「
黄
檗
墨
蹟
（
中
）」

二
三
頁
。

４　

錦
織
亮
介
稿
「
黄
檗
僧
獨
湛　

絵
画
作
品
目
録
（
稿
）」
三
七

頁
（『
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
四
号
所
収
）。

５　

錦
織
亮
介
前
掲
四
〇
頁
。

６　

錦
織
亮
介
前
掲
四
一
頁
。

７　
『
墨
美
』
前
掲
一
一
頁
。

８　

錦
織
亮
介
前
掲
三
八
頁
。

９　

大
賀
一
郎
「
黄
檗
四
代
念
佛
禪
師
獨
湛
和
尚
に
つ
い
て
」（『
禪

と
念
佛
』
法
蔵
館　

所
収
）。

11　
『
墨
美
』
前
掲
三
三
頁
。

11　

大
賀
一
郎
倫
文
前
掲
。

12　
『
廬
山
十
八
高
賢
図
』
に
は
最
初
に
阿
弥
陀
仏
、
觀
音
、
勢
至

両
菩
薩
が
描
か
れ
、
次
の
ペ
ー
ジ
に
宗
伯
学
士
の
文
書
を
序
と

し
て
あ
る
。
こ
れ
は
獨
湛
の
代
筆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
宗

伯
学
士
に
つ
い
て
『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
第
二
十
四
「
瓊
州

金
粟
泉
記
」〔『
卍
続
蔵
』
巻
七
十
三
六
三
二
頁
ｃ
〕
に
見
ら
れ

る
）
そ
の
後
獨
湛
は
「
廬
山
十
八
高
賢
図
讃
」
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
李
沖
元
撰
『
蓮
社
十
八
賢
図
記
』（『
卍
続
蔵
経
』

第
一
三
五
巻
）
の
引
用
で
あ
る
。
後
に
十
三
枚
の
絵
が
描
か
れ
、

最
後
に
「
劉
程
之
蓮
社
発
願
文
」（『
梁
高
僧
伝
』
巻
六
「
慧
遠

伝
」、『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
三
五
八
頁
ｃ
～
三
五
九
頁
ａ
）
が

付
さ
れ
て
い
る
。

13　

錦
織
亮
介
前
掲
四
〇
頁
。

14　

黄
檗
山
萬
福
寺
所
蔵
。
拙
稿
「
黄
檗
獨
湛
の
『
勧
修
作
福
念
仏

図
説
』
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
十
九
号

所
収
）

15　

竹
内
尚
次
稿
「
浄
土
教
肖
像
画
小
稿
―
法
然
上
人
御
影
を
中
心

と
し
て
―
」『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｎ
』
二
七
七
号
四
月
号
所
収
。『
大

本
山
く
ろ
谷
金
戒
光
明
寺　

宝
物
総
覧
』
一
〇
一
頁
。『
法
然

上
人
の
御
影
』（
総
本
山
知
恩
院
）
九
六
頁
。

16　

京
都
萬
福
寺
所
蔵
。
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17　
『
観
無
量
壽
経
』（『
大
正
蔵
』
第
十
二
巻
三
四
四
頁
ｃ
～
）

18　
『
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
經
』
卷
第

六
（『
大
正
蔵
』
第
十
九
巻
一
二
八
頁
ｂ
）。

19　

観
音
菩
薩
図
の
一
幅
に
は
次
の
よ
う
な
讃
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

観
世
音
菩
薩
稽
首
西
方
法
諸
臣
無
尽
怨
心
関
刹
蔵
隠
諸
衆

生
根
性
故
蜯
殻
鷹
窠
現
於
身
堪
悪
言
機
重
耳
根
念
其
名
号

得
超
作
念
念
旋
機
佛
応
現
如
川
印
月
等
遇
春
無
索
窮
子
不

返
照
多
生
喪
却
衣
裡
珍
我
今
投
誠
如
対
越
天
耳
遇
聞
證
是

説
無
量
劫
波
生
死
因
皆
由
瞋
期
婬
癡
結
等
哀
懺
悔
願
重
宣

円
覚
妙
心
早
洞
澈
閻
浮
界
上
事
無
常
安
養
早
生
欣
願
切
大

般
若
先
群
生
情
肯
吝
蓮
台
来
晩
節
九
品
高
登
十
身
円
普
度

金
日
火
忘
趣
識
菩
薩
紹
隆
補
處
時
願
我
亦
預
法
臣
到
（
錦

織
亮
介
「
黄
檗
僧
獨
湛　

絵
画
作
品
目
録
（
稿
）」
三
頁
）

　
　

こ
の
讃
文
に
つ
い
て
は
、
萬
福
寺
の
御
高
配
に
よ
り
、
京
都
国

立
博
物
館
が
撮
影
し
た
写
真
版
と
先
行
研
究
に
よ
っ
て
解
読
を

試
み
た
が
、
筆
跡
と
文
章
も
難
渋
で
現
時
点
で
は
解
明
に
至
ら

な
か
っ
た
。
次
の
勢
至
菩
薩
の
讃
文
と
同
様
『
大
仏
頂
首
楞
嚴

經
』
に
依
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
に
も
依
っ
た
文

献
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
な
お
錦
織
論
文
解
読
は
写
真
版
と

照
合
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

諸
→
佐　

怨
→
悲　

関
→
肉　

蜯
→
蚌　

悪
→
忍　

作
→
倫　

澈
→
徹　

般
若
→
悲
父

　
　

獨
湛
の
運
筆
に
つ
い
て
、『
洛
東
華
頂
義
山
和
尚
行
業
記
并
要

解
』
編
著
で
あ
る
珂
然
が
「
禪
師
ノ

手
筆
行
―草
ノ

二
―書
字
形

難
レ

辯
シ

義
亦
タ

艱
澁
ス
」11

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
獨
湛
の
筆

跡
、
ま
た
そ
の
文
体
は
難
渋
で
解
読
に
は
困
難
を
極
め
た
。

20　
『
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
經
』
卷
第

五
（『
大
正
蔵
』
第
十
九
巻
一
二
八
頁
ａ
）。

21　

小
林
一
郎
著
『
善
光
寺
如
来
縁
起　

元
禄
五
年
版
』、
酒
井
衡

平
著
『
善
光
寺
史
』
上　

を
参
照
。

22　
『
観
経
疏
』（『
浄
全
』
第
二
巻
六
）。

23　
『
黄
檗
獨
湛
禅
師
全
録
』
十
二
丁
左
～
十
四
丁
右
〈『
獨
湛
全

集
』
第
一
巻
八
一
～
八
三
頁
〉。

24　

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
描
か
れ
た
阿
弥
陀
佛
図
（
福
島
・

斉
藤
貞
一
郎
所
蔵
）
の
一
幅
に
は
讃
文
の
末
尾
に
「
宝
林
中

人
」
と
い
う
署
名
と
押
印
が
あ
り
、
宝
林
寺
住
持
中
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
「
臨
済
正
宗
」

の
押
印
が
あ
る
。
讃
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

弘
六
八
大
願
主
清
泰
之
場
接
人
垂
隻
手
普
攝
上
蓮
郷
真
經

六
字
機
逗
十
方
施
着
聞
機
聞
自
性
不
由
他
力
悟
香
光
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己
酉
夏
日
初
山
沙
門
独
湛
拝
画
并
題
性
瑩
之
章

　
　

こ
の
讃
文
も
資
料
を
直
接
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
上
、
先

行
研
究
だ
け
で
は
解
読
が
困
難
で
註
に
ま
わ
し
た
。
こ
こ
で
獨

湛
が
「
六
字
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
触

れ
る
と
す
れ
ば
、
袾
宏
は
「
四
字
名
号
」
と
「
六
字
名
号
」
に

つ
い
て
、「
四
字
自
念　

六
字
随
衆
」（『
雲
棲
大
師
遺
稿
』
巻

三
（『
蓮
池
大
師
全
集
』
第
四
集
四
六
七
六
頁
。）
と
述
べ
、
四

字
の
名
号
、
六
字
の
名
号
と
い
う
二
つ
の
表
現
を
用
い
な
が
ら

も
使
い
分
け
て
い
る
。
従
っ
て
獨
湛
が
こ
こ
で
「
六
字
」
と
使

用
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
日
本
で
は
六
字
の
名
号
と
い
う
表

現
を
多
く
用
い
る
こ
と
と
、
袾
宏
の
使
い
分
け
を
念
頭
に
置
い

た
も
の
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

25　

京
都
・
獅
子
林
院
所
蔵
。

26　
『
獨
湛
念
佛
會
』
三
丁
右
〈『
獨
湛
全
集
』
第
三
巻
四
八
四
頁
〉。

27　

静
岡
浜
松
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
。

	

本
稿
で
使
用
し
た
讃
文
に
関
し
て
は
錦
織
亮
介
「
黄
檗
僧
獨
湛　

絵
画
作
品
目
録
（
稿
）」（『
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
七
四
号
。
所
収
）
を
参
考
に
し
、
萬
福
寺
の
御
高
配
に
よ
り

見
る
こ
と
が
で
き
た
写
真
版
と
を
照
合
し
て
解
読
に
つ
と
め
た
。

28　

こ
の
図
は
黒
谷
金
戒
光
明
寺
に
所
蔵
。
獨
湛
が
当
時
、
交
流
し

て
い
た
金
戒
光
明
寺
第
三
十
六
代
薫
譽
寂
仙
に
送
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
黄
檗
第
五
代
住
持
高
泉
も
寂
仙
に
『
紫
雲
遊

覧
詩
』
を
送
っ
て
い
る
。
従
っ
て
獨
湛
だ
け
で
は
な
く
高
泉
も

浄
土
宗
侶
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
大
本
山
く
ろ

谷
金
戒
光
明
寺　

宝
物
総
覧
』
三
五
五
頁
。

29　

小
松
茂
美
編
集
・
解
説
『
法
然
上
人
絵
伝
』
上
（
続
日
本
の
絵

巻
）
一
八
〇
頁
。
尚
法
然
の
『
三
昧
発
得
記
』
に
も
勢
至
円
通

章
を
踏
ま
え
た
一
文
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
藤
堂
俊
英
氏
が

指
摘
し
て
い
る
。（「「
勢
至
菩
薩
所
証
法
門
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
三
十
一
号
・
二
〇
〇
四
））。

30　
『
黒
谷
誌
要
』
の
「
第
五　

霊
寶
什
器
」
に
は
「
同
添
翰　

紙

本　

九
寸
四
分　

二
尺
八
寸　

獨
湛
筆
」
と
獨
湛
の
書
を
挙
げ

て
い
る
。「
同
」
と
は
「
開
祖
大
師
御
消
息
」
で
あ
る
。
寸
法

の
九
寸
四
分
（
二
八
、六
㌢
）
二
尺
八
寸
（
八
四
、八
㌢
）
が
本

論
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
も
の
と
は
一
致
し
な
い
た
め
違
う
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（『
浄
全
』
巻
二
十
四
三
五
頁
）。　

31　
『
大
本
山
く
ろ
谷
金
戒
光
明
寺　

宝
物
総
覧
』
二
一
一
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　

隆
円
（
一
七
五
九
―
一
八
三
四
）
は
仏
定
の
門
に
入
り
、
増
上
寺

で
修
行
し
た
江
戸
後
期
の
高
僧
で
あ
り
、
の
ち
に
京
都
専
念
寺
の
住

僧
と
な
っ
て
、
こ
の
地
で
往
生
伝
や
高
僧
伝
、
あ
る
い
は
五
重
指
南

書
と
し
て
名
高
い
『
浄
業
信
法
訣
』
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
を
著

し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
本
稿
で
は
隆
円
の
編
纂
し
た
三
つ
の
往

生
伝
を
見
て
い
き
、
隆
円
に
お
け
る
往
生
伝
の
位
置
、
あ
る
い
は
隆

円
が
往
生
伝
を
通
じ
て
伝
え
ん
と
し
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
く
。
ま

た
『
浄
業
信
法
訣
』
巻
二
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
往
生
伝
が
引
用
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
通
し
て
往
生
伝
が
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
隆
円
の
布
教
教
化
の
態
度
、
特
に
能

化
に
対
す
る
態
度
を
見
て
い
く１

。

二
、
隆
円
の
三
往
生
伝
の
特
徴

　

わ
が
国
に
お
け
る
往
生
伝
は
平
安
時
代
に
慶
滋
保
胤
が
編
纂
し
た

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
に
は
じ
ま
る
。
以
後
、
平
安
時
代
に
は
『
続

本
朝
往
生
伝
』
か
ら
『
高
野
山
往
生
伝
』
ま
で
六
つ
の
往
生
伝
が
編

纂
さ
れ
、『
極
楽
記
』
と
合
わ
せ
て
い
わ
ゆ
る
平
安
七
往
生
伝
が
成

立
し
、
先
学
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
中
世
に
入

っ
て
か
ら
往
生
伝
は
ほ
と
ん
ど
編
纂
さ
れ
な
く
な
る
の
だ
が２

、
近
世

に
入
る
と
新
た
に
勇
大
『
扶
桑
往
生
伝
』
二
巻
明
暦
四
年
（
一
六
五

八
）
や
湛
澄
『
女
人
往
生
伝
』
二
巻
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）、
了

智
『
緇
白
往
生
伝
』
三
巻
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
が
編
纂
さ
れ
、

以
後
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
本
稿
に
関

係
す
る
も
の
を
列
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

雲
霊
桂
鳳
『
現
証
往
生
伝
』
三
巻
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）

隆
円
と
往
生
伝

永　

田　

真　

隆
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大
順
『
勢
州
緇
素
往
生
験
記
』
三
巻
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

　

関
通
『
随
聞
往
生
記
』
三
巻
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）

　

了
吟
『
新
撰
往
生
伝
』
八
巻
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

　

隆
円
『
近
世
南
紀
念
仏
往
生
伝
』（
以
後
『
南
紀
往
生
伝
』）
三

巻
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
七
月

　

隆
円
『
諸
国
見
聞
近
世
往
生
伝
』（『
近
世
念
仏
往
生
伝
』
と
も

い
う
。
以
後
『
近
世
往
生
伝
』）

　

一
編
三
巻
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
一
月

　

二
編
四
巻
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
九
月

　

三
編
三
巻
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
八
月

　

四
編
三
巻
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
三
月

　

五
編
三
巻
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
七
月

　

隆
円
『
近
世
淡
海
念
仏
往
生
伝
』（
以
後
『
淡
海
往
生
伝
』）
二

巻
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

　

ま
た
こ
れ
以
降
近
世
末
、
あ
る
い
は
近
代
（
明
治
）
に
も
い
く
つ

か
往
生
伝
が
見
ら
れ
る３

。
本
稿
で
は
以
上
に
挙
げ
た
往
生
伝
群
の
中

で
も
隆
円
編
に
よ
る
往
生
伝
を
見
て
い
く
。
隆
円
に
よ
る
往
生
伝
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
隆
円
に
お
け
る
往
生
伝
の

嚆
矢
は
『
南
紀
往
生
伝
』
三
巻
で
あ
る
。
本
書
は
享
和
二
年
（
一
八

〇
二
）
七
月
に
成
立
す
る
。『
南
紀
往
生
伝
』
の
約
四
年
後
に
は

『
近
世
往
生
伝
』
一
編
三
巻
が
成
立
す
る
。
本
書
は
そ
の
後
、
一
八

三
〇
年
ま
で
の
間
に
、
実
に
五
編
十
六
巻
と
い
う
大
部
な
も
の
と
な

り
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
往
生
人
の
総
数
は
二
二
二
人
に
も
及
ぶ
。

さ
ら
に
『
淡
海
往
生
伝
』
二
巻
は
『
近
世
往
生
伝
』
の
三
編
と
四
編

が
成
立
す
る
間
に
著
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
隆
円
は
精
力
的
に
往
生

伝
を
執
筆
し
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
往
生

伝
に
収
載
さ
れ
る
往
生
人
な
ど
を
表
に
ま
と
め
た
。（
次
頁
の
表
を

参
照
）

　

こ
こ
に
お
け
る
往
生
人
の
数
は
附
伝
を
の
ぞ
い
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
近
世
往
生
伝
』
に
お
け
る
出
身
地
の
項
目
は
大
変
多
岐
に
わ

た
る
た
め
お
お
ま
か
で
あ
る
が
管
見
に
よ
る
一
応
の
傾
向
を
示
し
た
。

さ
て
こ
れ
ら
の
書
物
の
内
容
に
関
し
て
は
先
行
論
文
、
特
に
長
谷
川

匡
俊
氏
に
よ
る
「『
近
世
南
紀
念
仏
往
生
伝
』
と
『
近
世
淡
海
往
生

伝
』
に
つ
い
て
」（『
近
世
往
生
伝
集
成
』
三
所
収
）
や
「
近
世
念
仏

往
生
伝
と
専
念
寺
隆
円
」（『
浄
土
宗
の
諸
問
題
』
所
収
）
に
詳
し
い

た
め
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
述
べ
な
い
が
、
簡
単
に
箇
条
書
き
で

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

●	

隆
円
自
身
、
あ
る
い
は
法
友
か
ら
見
聞
し
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
。

●	

所
収
さ
れ
る
往
生
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
に
わ
た
る
。

●	

近
世
に
お
け
る
往
生
伝
の
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
往
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生
人
の
人
間
的
条
件
が
述
べ
ら
れ
る
。

●	
平
生
の
行
状
を
示
し
た
の
ち
に
往
生
の
相
を
示
す
。

●	

往
生
伝
に
つ
き
も
の
の
奇
瑞
も
多
く
み
ら
れ
る
が
そ
れ
ら
は
不
求

自
得
の
も
の
と
す
る
。

●	

往
生
に
は
念
仏
が
第
一
。

三
、『
浄
業
信
法
訣
』
に
見
ら
れ
る
往
生
伝

　
『
浄
業
信
法
訣
』
は
五
巻
か
ら
な
り
、
隆
円
に
よ
っ
て
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
著
さ
れ
た
浄
土
宗
に
お
い
て
名
高
い
五
重
相
伝
の

指
南
書
で
あ
る
。
本
書
の
巻
二
は
「
伝
法
機
縁
分
」
と
「
授
戒
機
縁

分
」
か
ら
成
る
。
こ
こ
に
往
生
伝
な
ど
が
引
用
さ
れ
、
勧
誡
の
補
助

と
す
る
た
め
に
伝
法
に
関
係
す
る
因
縁
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
引
用
さ
れ
る
往
生
伝
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
道
譽
上
人
伝
」（『
新
撰
往
生
伝
』
二
（
四
）
収
載
）

　
「
感
譽
上
人
伝
」（『
新
撰
往
生
伝
』
二
（
六
）
収
載
）

　
「
真
譽
桂
芳
伝
」（『
勢
洲
緇
素
往
生
験
記
』
下
（
二
七
）
収
載
）

　
「
信
尼
紫
譽
妙
雲
伝
」（『
現
証
往
生
伝
』
中
（
二
十
六
）
収
載
）

　
「
信
尼
清
運
伝
」（『
現
生
伝
本
』（
三
十
三
）
収
載
）

　
「
明
譽
顕
隆
法
子
伝
」（『
随
聞
往
生
記
』
下
（
八
）
収
載
）

　
「
鈴
木
清
左
右
衛
門
伝
」（『
近
世
往
生
伝
』
初
篇
二
（
二
十
二
）

書　

名

『
南
紀
往
生
伝
』
『
近
世
往
生
伝
』

一
編

『
近
世
往
生
伝
』

二
編

『
近
世
往
生
伝
』

三
編

『
淡
海
往
生
伝
』
『
近
世
往
生
伝
』

四
編

『
近
世
往
生
伝
』

五
編

巻　

数

三
巻

三
巻

四
巻

三
巻

二
巻

三
巻

三
巻

編
年
月

一
八
〇
二
年
七
月
一
八
〇
六
年
一
月
一
八
〇
八
年
九
月
一
八
二
四
年
八
月

一
八
二
五
年

一
八
二
九
年
三
月
一
八
三
〇
年
七
月

人　生　往

僧
侶

18

18

24

20

10

10

20

尼
僧

８

１

５

１

３

４

１

在
家（
男
）

18

10

10

20

７

８

23

在
家（
女
）

18

３

13

12

３

10

９

計

62

32

52

53

23

32

53

出
身
地

紀
州
中
心

京
都
・
武
州
な
ど
京
都
・
三
州
な
ど
京
都
・
江
戸
な
ど

近
江
南
西
部

京
都
・
芸
州
な
ど
京
都
・
三
州
な
ど
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収
載
）

　
「
戒
譽
智
品
尼
伝
」（『
近
世
南
紀
往
生
伝
』
一
（
三
十
九
）
収

載
）

　

な
お
隆
円
に
よ
る
往
生
伝
の
な
か
で
本
書
に
引
用
さ
れ
る
も
の
は

『
浄
業
信
法
訣
』
執
筆
時
に
成
立
し
て
い
た
『
南
海
往
生
伝
』
と

『
近
世
往
生
伝
』
の
二
編
ま
で
に
含
ま
れ
る
伝
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

他
に
も
往
生
伝
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
が
「
理
圓
上
人
伝
」（『
忍
徴

和
尚
行
業
記
』
上
（
十
六
）
収
載
）
や
「
香
譽
榮
春
法
尼
伝
」（『
百

万
遍
念
仏
図
説
述
讃
』
下
（
五
）
収
載
）、「
勢
州
白
子
八
助
伝
」

（『
新
著
聞
集
』
十
三
（
十
八
）
収
載
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
か
ら

引
用
さ
れ
る
。
ま
た
巻
四
に
も
「
智
品
尼
伝
」（『
南
紀
往
生
伝
』
一

（
三
十
九
）
収
載
）
が
引
用
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
伝
法
に
ま
つ
わ
る

不
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
往
生
伝
の
そ
れ
と
は

違
い
、
悪
因
悪
果
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
た
だ
た
だ
悪

人
が
苦
し
む
話
も
あ
る４

。
こ
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
往
生
伝
あ
る
い

は
そ
の
他
の
伝
は
特
に
五
重
相
伝
や
授
戒
の
有
り
難
さ
、
重
要
性
を

説
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
見
て
い
く
。

　

ま
ず
「
如
来
現
前
直
授
宗
訣
」
の
段
に
は
「
道
譽
上
人
伝
」
と

「
感
譽
上
人
伝
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
浄
土

宗
の
代
表
的
な
往
生
伝
と
し
て
名
高
い
『
新
撰
往
生
伝
』
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。「
道
譽
上
人
伝
」
で
は

天
文
年
間
、
師
下
總
州
生
實
ニ
遊
ン
デ
、
龍
澤
ノ
水
中
ニ
定
坐

念
佛
ス
ル
事
數
日
、
阿
彌
陀
佛
金
光
ヲ
放
チ
來
リ
テ
、
其
前
ニ

現
來
シ
、
具
ニ
淨
家
ノ
玄
奥
ヲ
口
授
シ
給
ヘ
リ
。〔
云
々
〕
弘

治
元
年
乙
卯
七
月
、
三
縁
山
第
九
主
ト
ナ
レ
リ
。
後
生
實
ニ
歸

住
シ
テ
、
臼
井
村
長
源
寺
ヲ
創
立
シ
テ
、
幽
居
念
佛
ス
。
天
正

二
年
甲
戌
十
二
月
七
日
、
西
ニ
向
テ
合
掌
念
佛
シ
テ
化
ス５

。

と
い
い
、
ま
た
「
感
譽
上
人
伝
」
で
は

又
一
夕
夢
中
ニ
阿
彌
陀
佛
光
明
ヲ
放
チ
来
リ
テ
、
淨
土
ノ
秘
奥

ヲ
口
授
シ
給
ヒ
、
又
豫
メ
命
終
ノ
日
月
ヲ
示
シ
給
ヘ
リ
。
月
十

八
日
。
別
レ
ヲ
門
人
ニ
告
ゲ
テ
、
香
爐
ヲ
取
リ
念
佛
シ
テ
寂
ス
。

壽
五
十
三
．
○
湖
北
心
阿
曰
。〔
淨
土
鎭
流
祖
傳
〕
道
感
二
師

ノ
傳
燈
タ
ル
ヤ
。
咸
ク
彌
陀
如
來
ノ
金
口
ヨ
リ
掲
ゲ
來
ル
。
世

尊
直
授
ノ
外
、
未
ダ
會
テ
是
ノ
如
ク
ナ
ル
事
ヲ
聞
カ
ズ
。
今
ニ

至
テ
公
然
ト
シ
テ
檀
林
ノ
大
賜
ト
成
ル６

。

と
い
い
、
浄
土
宗
の
奥
義
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
直
接
示
さ
れ
た
例
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
隆
円
は

按
ズ
ル
ニ
常
有
ノ
一
僧
ヤ
、
兩
祖
對
面
ヤ
、
皆
是
レ
定
中
ナ
リ
。

夢
字
ヲ
添
ユ
ル
意
ハ
、
別
ニ
記
ス
ル
ガ
如
シ
。
其
餘
今
擧
グ
ル

處
ノ
感
夢
好
相
等
、
水
月
昇
降
ト
ノ
理
必
然
ナ
ル
。
感
應
信
ズ
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ベ
シ
。
謂
フ
事
勿
レ
。
一
場
ノ
夢
話
。
何
ゾ
傳
法
ヲ
證
セ
ン
ト
。

感
ア
リ
テ
記
ス７

。

と
い
い
、
善
導
大
師
の
前
に
現
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
の
僧

侶
や
、
善
導
大
師
と
法
然
上
人
と
の
時
空
を
超
え
た
二
祖
対
面
を
信

じ
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
箇
所
は
の
ち
に

文
政
六
年
癸
未
八
月
十
三
日
夜
、
此
書
住
吉
ノ
理
圓
法
師
ヨ
リ
、

下
長
尾
太
郎
助
ガ
事
マ
デ
ヲ
、
委
ク
集
寫
シ
畢
レ
リ
。
當
夜
夢

ミ
ラ
ク
、
一
僧
ア
リ
告
テ
曰
、
機
縁
ノ
中
、
何
ゾ
道
感
二
師
ヲ

載
セ
ザ
ル
ヤ
。
彼
ノ
二
上
人
、
共
ニ
是
レ
報
身
如
来
直
授
ノ
人

ニ
非
ズ
ヤ
ト
驚
キ
覚
ム
。
夢
夜
五
更
ナ
リ
。
諸
傳
ヲ
捜
索
ス
ル

暇
ナ
ク
、
燈
下
ニ
新
選
傳
ヲ
抜
書
キ
シ
テ
、
即
時
ニ
夢
告
ニ
報

ズ８

。

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
隆
円
自
身
が
巻
二
に
お
い
て
「
伝
法
機
縁

分
」「
授
戒
機
縁
分
」
を
執
筆
し
た
後
に
、
夢
中
に
お
い
て
あ
ら
わ

れ
た
僧
に
道
譽
上
人
と
感
譽
上
人
の
直
授
談
に
言
及
し
な
い
こ
と
を

咎
め
ら
れ
た
為
に
、
驚
き
急
い
で
こ
の
巻
の
冒
頭
に
『
新
撰
往
生

伝
』
の
も
の
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
観
音
大
士
垂
示
安
心
」
の
段
に
は
「
信
尼
紫
譽
妙
雲
伝
」

を
引
い
て

又
四
十
三
歳
ニ
テ
日
課
一
萬
ヲ
誓
ヒ
其
後
五
重
ヲ
相
承
シ
テ
三

萬
称
を
勤
ム
。
又
謂
ク
宗
門
ノ
安
心
ヲ
伝
授
ス
ト
雖
、
別
ニ
深

キ
心
モ
有
リ
ヤ
ト
寐
入
リ
タ
ル
ニ
菴
〈
上
ノ
観
音
寺
ナ
リ
〉
ノ

本
尊
観
音
大
士
信
尼
ノ
枕
上
ニ
立
チ
給
ヒ
梵
音
ヲ
出
シ
テ
妙

雲
々
々
ト
呼
ビ
給
フ
ニ
眠
リ
覚
メ
テ
誰
ゾ
ト
問
フ
ニ
我
ハ
観
音

ナ
リ
。
汝
ヂ
浄
土
ノ
安
心
未
ダ
決
定
セ
ザ
ル
コ
ト
不
便
ナ
リ
。

故
ニ
我
今
汝
ニ
教
ヘ
ン
。
分
明
ニ
記
取
セ
ヨ
。
夫
レ
安
心
ト
ハ

上
下
無
シ
ニ
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
申
ス
ヲ
浄
土
宗
ノ
安
心
ト
申
ス

ナ
リ
。
其
レ
迄
ニ
御
座
候
也
ト
。
有
難
シ
ト
答
ヘ
ケ
レ
バ
如
何

ニ
モ
此
外
別
ノ
子
細
シ
ト
示
シ
給
フ
ニ
起
キ
上
リ
尊
容
ヲ
拝
シ

奉
ル
ニ
黒
衣
ヲ
召
シ
蓮
華
ヲ
持
テ
寶
龕
ニ
入
ラ
セ
給
フ９

。

と
い
い
、
安
心
決
定
し
て
い
な
い
妙
雲
に
対
し
て
観
音
が
現
れ
て
浄

土
宗
の
肝
要
を
教
え
る
と
こ
ろ
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
私

釈
と
し
て

按
ズ
ル
ニ
妙
雲
安
心
ヲ
相
承
シ
テ
而
モ
安
心
ヲ
決
セ
ズ
。
是
レ

妙
雲
ガ
誤
ニ
非
ズ
。
能
伝
ノ
師
尊
譽
未
ダ
伝
意
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
。

但
十
念
ヲ
ノ
ミ
所
詮
ト
シ
結
帰
一
行
ノ
大
事
ヲ
伝
ヘ
ザ
リ
シ
ナ

ラ
ン
。
今
時
如
是
ノ
伝
法
甚
ダ
多
シ
ト
聞
ケ
リ
。
悲
シ
ム
ベ
シ10

。

と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
は
伝
え
る
側
の
尊
誉
上
人

が
本
当
の
と
こ
ろ
を
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
諌
め
、

伝
法
を
す
る
側
の
注
意
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
「
往
生
還
来
授
与
脈
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譜
」
の
段
に
は
「
明
譽
顕
隆
法
子
伝
」
を
引
い
て
、

一
夜
夢
ニ
顕
隆
黒
衣
ヲ
著
シ
威
儀
麗
ハ
シ
ク
地
上
二
三
寸
離
レ

テ
静
カ
ニ
歩
ミ
来
ル
。
足
跡
ニ
光
ヲ
遺
シ
、
サ
モ
殊
勝
ナ
ル
粧

ヒ
ニ
テ
微
笑
シ
テ
弥
五
右
衛
門
ニ
告
ゲ
テ
云
、
是
ハ
一
大
事
ノ

巻
物
ナ
リ
。
汝
ニ
与
フ
ベ
シ
。
イ
ヨ
イ
ヨ
至
誠
ニ
念
仏
ス
ベ
シ

ト
。
懇
ニ
勤
メ
ケ
レ
バ
謹
デ
戴
キ
テ
拝
謝
ス
ル
ト
見
テ
夢
覚
メ

テ
見
レ
バ
掌
ニ
顕
隆
ガ
五
重
ノ
血
脈
ア
リ
。
イ
ト
不
思
議
ノ
事

ナ
レ
バ
此
旨
ヲ
菩
提
所
光
徳
寺
廣
譽
徹
道
和
尚
ニ
申
シ
テ
病
床

ニ
屈
請
シ
テ
相
伝
ヲ
受
ケ
、
マ
ス
マ
ス
念
仏
シ
テ
目
出
度
往
生

セ
リ11

。

と
い
い
、
顕
隆
の
臨
終
に
際
し
、
念
仏
の
同
行
と
し
て
助
音
念
仏
を

し
て
い
た
近
隣
に
す
む
弥
五
右
衛
門
の
夢
に
顕
隆
が
あ
ら
わ
れ
、
血

脈
を
授
け
た
不
思
議
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
私
釈
に
お
い
て

按
ズ
ル
ニ
顕
隆
我
五
重
譜
脈
ヲ
弥
五
右
衛
門
ニ
授
ケ
タ
ル
ハ
是

レ
念
仏
一
行
ヲ
授
ケ
タ
ル
ナ
リ
。
我
レ
已
ニ
専
修
念
仏
シ
テ
往

生
セ
リ
。
汝
モ
同
行
者
ナ
レ
バ
イ
ヨ
イ
ヨ
一
行
三
昧
ニ
結
帰
ス

ベ
シ
ト
誘
導
セ
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
是
レ
唯
五
重
ノ
巻
物
ヲ
授
ケ
シ

ト
云
フ
事
ト
思
ヒ
テ
伝
法
セ
リ
ト
云
ハ
バ
顕
隆
ガ
授
与
シ
タ
ル

素
志
ニ
ア
ラ
ヌ
事
ヲ
識
知
ス
ベ
シ12

。

と
い
い
、
五
重
の
巻
物
を
相
伝
し
た
だ
け
で
五
重
を
相
伝
し
た
と
考

え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
能
化
に
対
す

る
戒
め
が
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
現
行
の
『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
本

書
は
檀
信
徒
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
が13

、

本
書
は
伝
法
を
お
こ
な
う
能
化
に
対
し
て
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
本
書
の
冒
頭
「
伝
前
方
便
引
」
に
は

受
者
ノ
信
心
発
ル
発
ラ
ザ
ル
ハ
前
加
行
ノ
精
進
懈
怠
ニ
依
レ
リ
。

其
進
怠
ハ
全
ク
伝
灯
師
ノ
意
楽
警
策
ニ
ア
リ
。（
中
略
）
サ
テ

何
ト
ゾ
今
度
受
者
ヲ
シ
テ
安
心
決
定
セ
シ
メ
起
行
ノ
精
修
ヲ
勧

メ
テ
生
涯
退
転
ナ
ク
念
仏
相
続
シ
テ
往
生
ノ
一
大
事
前
途
ヲ
錯

ラ
ザ
ラ
シ
メ
ン
ト
大
願
心
ヲ
発
起
シ
テ
此
前
方
便
ヲ
七
日
ニ
間

ニ
一
ワ
タ
リ
ニ
テ
モ
親
切
ニ
演
説
垂
誡
ス
ベ
シ14

。

と
明
確
に
伝
灯
師
に
対
し
て
心
構
え
を
述
べ
て
い
る
。

四
、
小
結

　

以
上
、
巻
二
に
見
ら
れ
る
往
生
伝
群
は
念
仏
の
利
益
を
明
ら
か
に

し
つ
つ
、
能
化
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
伝
法
を
な
す
べ
き
か
を
示
す

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
こ
の
点
は
往
生
伝
の
原
文

に
は
な
い
効
果
で
あ
ろ
う
。
隆
円
は
往
生
伝
を
巧
み
に
利
用
し
て
一

方
で
は
民
衆
に
対
し
て
念
仏
の
重
要
性
を
説
き
、
ま
た
一
方
で
能
化

を
い
さ
め
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
隆
円
は
往
生
伝
を
著
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す
こ
と
で
ま
ず
往
生
の
現
証
に
よ
っ
て
民
衆
を
教
化
し
念
仏
に
誘
引

し
、
ま
た
『
浄
業
信
法
訣
』
に
は
こ
れ
を
引
用
し
て
能
化
に
対
し
て

念
仏
、
五
重
相
伝
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
私
が
所
属
し
て
い
る
大
阪
の
新
和
会
で
は
二
〇
〇
九
年
か
ら

有
志
が
集
い
『
浄
業
信
法
訣
』
の
輪
読
、
現
代
語
訳
作
業
を
行
っ
た

（
現
在
は
終
了
）。
今
回
は
紙
数
の
都
合
上
、
巻
二
の
一
部
の
み
を
大

変
雑
駁
に
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
現
代
の
我
々
浄
土
宗
教
師
も

本
書
を
一
度
は
読
ん
で
、
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

隆
円
、『
近
世
念
仏
往
生
伝
』、『
近
世
南
紀
念
仏
往
生
伝
』、『
近
世

淡
海
念
仏
往
生
伝
』、『
浄
業
信
法
訣
』

　
〈
参
考
文
献
〉

笠
原
一
男
『
近
世
往
生
伝
集
成
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
七
八
）

笠
原
一
男
『
近
世
往
生
伝
の
世
界
』（
教
育
社
、
一
九
七
八
）

笠
原
一
男
・
小
栗
純
子
『
生
き
ざ
ま
死
に
ざ
ま
―
日
本
庶
民
信
仰
生

活
史
』（
教
育
社
、
一
九
七
九
）

笠
原
一
男
『
罪
と
罰
―
日
本
庶
民
信
仰
生
活
史
』（
教
育
社
、
一
九

八
〇
）

大
橋
俊
雄
『
専
念
寺
隆
円
上
人
集
』（
東
光
印
刷
、
一
九
八
一
）

　
（
論
文
）

長
谷
川
匡
俊
「
近
世
念
仏
往
生
伝
と
専
念
寺
隆
円
」（『
浄
土
宗
の
諸

問
題
』、
一
九
七
八
）

大
橋
俊
雄
「
専
念
寺
隆
円
と
往
生
論
」（『
佛
教
論
叢
』
二
三
、
一
九

七
九
）

※
注

１　

な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
、
大
阪
・
天
満
組
を
中
心
と
し
た
勉
強

会
で
あ
る
新
和
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
『
浄
業
信
法
訣
』
の
現

代
語
訳
作
業
の
成
果
を
参
考
と
し
た
。

２　

鎌
倉
時
代
の
往
生
伝
と
し
て
は
『
三
井
往
生
伝
』、『
念
仏
往
生

伝
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
四
十
八
巻
伝
』
中
に
も
ま
と
ま

っ
た
数
の
往
生
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

３　

近
代
に
お
け
る
往
生
伝
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
明
治
期
に
お
け
る

往
生
伝
と
そ
の
影
響
』（『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
十
八
）
に

詳
し
い
。

４　
「
極
悪
女
人
戒
場
悶
絶
」
の
段
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

心
の
ね
じ
け
た
悪
賢
く
、
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
悪
事
を

働
く
こ
と
の
多
か
っ
た
女
が
授
戒
作
法
の
と
き
に
苦
し
み
だ
す
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と
い
う
話
で
あ
る
。
往
生
伝
に
往
生
人
の
人
間
的
条
件
（
柔
和
、

質
素
な
ど
）
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
往
生
伝
の
逆
の
類
型
と

言
え
る
。

５　
『
浄
土
伝
灯
集
要
』
九
七
五
頁
。

６　

同
、
九
七
六
頁
。

７　

同
、
九
七
六
頁
。

８　

同
、
九
九
九
頁
。

９　

同
、
九
八
三
頁
。

10　

同
、
九
八
四
頁
。

11　

同
、
九
八
八
頁
。

12　

同
、
九
八
八
頁
。

13　
『
浄
業
信
法
訣
』
の
項
（『
浄
土
宗
大
辞
典
』
二
、
二
四
〇
頁
）

に
は
「
浄
土
宗
在
家
の
信
者
の
た
め
に
宗
義
・
安
心
の
奥
旨
を

分
か
り
や
す
く
説
い
た
も
の
」
と
あ
る
。

14　
『
浄
土
伝
灯
集
要
』
九
一
九
頁
。
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は
じ
め
に

　
『
観
経
疏
伝
通
記
』（
以
下
『
伝
通
記
』）
十
五
巻
は
浄
土
宗
三

祖
・
然
阿
良
忠
上
人
に
よ
る
善
導
『
観
経
疏
』
の
注
釈
書
で
あ
り
、

『
浄
土
宗
要
集
』（
以
下
『
東
宗
要
』）
五
巻
は
良
忠
上
人
が
浄
土
宗

義
の
論
題
を
問
答
体
に
て
ま
と
め
た
著
作
で
あ
る
。『
東
宗
要
』
は

良
忠
の
生
涯
の
な
か
で
は
晩
年
の
約
十
年
（
一
二
七
六
―
一
二
八

六
）
を
過
ご
し
た
京
都
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、『
伝

通
記
』
は
良
忠
が
関
東
に
下
向
し
て
主
に
活
動
し
て
い
た
下
総
・
鎌

倉
に
お
い
て
の
講
義
を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
入
寂

す
る
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
ま
で
部
分
的
な
再
治
を
し
た
と
い
う

記
録
が
あ
る
も
の
の
、
形
と
し
て
は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
は

で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

注
釈
書
と
問
答
集
と
い
う
著
作
の
性
格
の
相
違
が
あ
る
が
、
本
研

究
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
典
籍
を
比
較
し
、
関
東
と
京
都
と
い
う
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
周
囲
の
状
況
で
著
わ
さ
れ
た
著
作
に
ど
の
よ
う
な
教

義
的
問
題
の
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
整
理
を
試
み
た
い
。
こ
こ
で
は

『
東
宗
要
』
の
問
答
を
『
伝
通
記
』
に
還
元
し
、
良
忠
が
京
都
に
お

い
て
対
応
を
迫
ら
れ
た
問
題１

を
把
握
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一
、『
東
宗
要
』
の
論
題
と
選
定
素
材
に
つ
い
て

　

ま
ず
『
東
宗
要
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
論
題
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
『
東
宗
要
』
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
問
答
体
の
著
作
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
が
草
稿
本
的
な

位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る２

。

　
『
東
宗
要
』
と
『
肝
心
集
』
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
は
廣
川
堯
敏

「
良
忠
述
『
浄
土
宗
要
集
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
一
）」（『
浄

良
忠
述
『
観
経
疏
伝
通
記
』
と
『
東
宗
要
』
巻
一
に
つ
い
て

沼　

倉　

雄　

人
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土
学
』
三
六
、
一
九
八
五
）、「
同
（
二
）
―
西
山
義
と
の
対
論
―
」

（『
良
忠
上
人
研
究
』
大
本
山
光
明
寺
、
一
九
八
六
）、
南
宏
信
「
東

向
観
音
寺
蔵
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
集
』
に
つ
い
て
」（『
仏
教
論
叢
』

五
四
、
二
〇
一
〇
）、「
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
上
巻
と
『
浄

土
宗
要
集
』
第
二
巻
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
八
、

二
〇
一
〇
）、
米
澤
実
江
子
「
然
阿
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』

翻
刻
」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一
七
、
二
〇
一
〇
）、「
然

阿
良
忠
撰
『
浄
土
宗
要
肝
心
集
』
に
つ
い
て
―
諸
師
の
詞
を
中
心
と

し
た
諸
伝
承
―
」（『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一
八
、
二
〇
一

一
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

廣
川
氏
は
『
東
宗
要
』
の
成
立
を
扱
う
な
か
で
『
肝
心
集
』
と
の

比
較
、
お
よ
び
書
誌
的
な
基
礎
整
理
を
行
い
、
現
在
、
新
た
な
諸
本

が
発
見
さ
れ
南
氏
に
よ
っ
て
書
誌
的
な
研
究
が
進
展
中
で
あ
る
。
ま

た
米
澤
氏
の
論
稿
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
未
翻
刻
で
あ
っ
た
『
肝
心

集
』
が
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
は
、
良
忠
の
教
学
的
研
究
の
進
展
に
寄
与

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

廣
川
氏
は
『
東
宗
要
』
の
成
立
を
検
討
す
る
な
か
で
、『
肝
心
集
』

を
『
東
宗
要
』
の
異
本
・
草
稿
本
と
し
て
位
置
づ
け
、『
東
宗
要
』

の
成
立
年
代
と
論
題
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
『
東
宗
要
』
と
『
肝
心
集
』
の
論
題
を
対
照
し
、
さ
ら
に
良

忠
が
『
東
宗
要
』
の
論
題
を
選
定
し
た
素
材
に
つ
い
て
も
示
し
て
い

る
。『
東
宗
要
』
と
『
肝
心
集
』
の
論
題
、
お
よ
び
廣
川
氏
が
示
す

『
東
宗
要
』
の
論
題
選
定
素
材
を
一
覧
表
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

巻数

『
東
宗
要
』
論
題

『
東
宗
要
』

論
題
選
定
素
材

『
肝
心
集
』
論
題

※
（
１
）（
２
）
上
巻
、（
３
）
～
（
10
）
中
巻
、（
11
）
～
（
20
）
下
巻

巻一
（
１
）
諸
伝
所
載
善
導
何
師
当
今
家
耶

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
２
）
各
発
無
上
心
者
為
菩
提
心
為
三
心
耶
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
３
）
何
故
今
経
名
菩
薩
蔵
頓
教
一
乗
耶

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
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巻一
（
４
）
何
名
要
門
弘
願
耶

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
対 

西
山
義
）

（
５
）
今
経
題
目
之
観
通
定
散
耶

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
６
）
成
仏
往
生
二
種
別
時
意
其
行
相
如
何
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
７
）
宗
意
極
楽
世
界
者
報
化
二
土
何
耶

善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分

（
対 

西
山
義
）

巻二
（
８
）
宗
意
許
凡
入
報
土
耶

（
１
）
宗
意
許
凡
入
報
土
耶

（
９
）
以
念
仏
外
余
善
可
云
生
因
本
願
行
耶
対 

諸
行
本
願
義

（
２
）
念
仏
余
善
可
云
生
因
本
願
行
耶

巻三
（
10
）
宗
意
許
諸
行
各
各
生
報
土
耶

対 

西
山
義

（
３
）
宗
意
許
諸
行
各
各
生
報
土
耶

（
11
）
九
品
辺
地
倶
可
云
報
土
摂
耶

対 

長
楽
寺
義

（
４
）
九
品
辺
地
倶
可
云
報
土
摂
耶

（
５
）
帯
疑
惑
者
生
浄
土
耶

（
６
）
胎
生
與
三
輩
為
同
為
異
乎

（
12
）
一
切
往
生
人
必
可
依
宿
善
耶

（
７
）
一
切
往
生
人
必
可
依
宿
善
耶

（
13
）
摂
取
光
明
可
摂
余
行
者
耶

法
然
『
選
択
集
』

（
14
）
何
名
正
因
正
行
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義

（
対 
西
山
義
）

（
15
）
何
等
名
十
一
門
義
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義
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巻四
（
16
）
三
心
名
義
如
何

法
然
『
選
択
集
』

（
11
）
何
名
至
誠
心
耶

（
12
）
何
名
深
心
耶

（
13
）
何
名
廻
向
発
願
心
耶

（
14
）
三
心
有
浅
深
耶

（
15
）
三
心
通
諸
行
耶

（
16
）
三
心
有
退
耶

（
17
）
不
学
三
心
人
可
具
三
心
義
乎

（
18
）
何
名
一
心
耶

（
17
）
念
仏
行
者
必
可
行
用
四
修
法
耶

法
然
『
選
択
集
』

（
19
）
念
仏
行
者
必
可
行
四
修
法
耶

（
20
）
念
仏
行
者
必
可
修
五
念
門
耶

巻五
（
18
）
専
雑
二
修
與
正
雑
二
行
為
同
為
異

対 

諸
行
本
願
義

（
９
）
専
雑
二
修
與
正
雑
二
行
為
同
為
異
耶

（
10
）
百
即
百
生
利
益
通
五
念
門
耶

（
19
）
何
名
受
法
不
同
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義

（
20
）
宗
意
許
中
下
品
人
具
菩
提
心
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義

（
21
）
可
許
浄
土
教
門
出
世
本
懐
耶

（
聖
光
『
西
宗
要
』）

（
22
）
五
逆
罪
人
不
満
十
念
可
往
生
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義

（
23
）
三
経
説
時
前
後
如
何

法
然
『
観
経
釈
』

（
24
）
付
属
流
通
通
定
散
耶

善
導
『
観
経
疏
』
散
善
義

※
『
肝
心
集
』「（
８
）
六
方
諸
仏
証
誠
定
散
諸
行
耶
」
は
『
東
宗
要
』
の
論
題
に
該
当
せ
ず
。
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廣
川
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、『
東
宗
要
』
巻
一
に
挙
げ
ら
れ
る
論

題
は
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
か
ら
起
こ
っ
た
問
題
に
対
応
し
て
い

る
。
ま
た
『
東
宗
要
』
の
論
題
選
定
素
材
を
『
肝
心
集
』
に
あ
て
は

め
る
と
上
巻
・
中
巻
は
法
然
門
下
の
他
流
に
対
す
る
問
題
意
識
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
下
巻
は
『
選
択
集
』
か
ら
派
生
す
る
問
題
に
対
応

し
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
何
故
か
（
８
）
宗
意
許
凡
入
報
土
耶
、（
12
）
一
切
往
生
人

必
可
依
宿
善
耶
に
は
選
定
素
材
を
示
し
て
い
な
い
。（
21
）
可
許
浄

土
教
門
出
世
本
懐
耶
に
つ
い
て
も
素
材
を
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、

そ
の
論
題
か
ら
聖
光
『
西
宗
要
』
が
あ
た
る
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。

今
回
、
採
り
上
げ
る
『
東
宗
要
』
巻
一
は
、
廣
川
氏
の
研
究
整
理
に

よ
れ
ば
、
善
導
『
観
経
疏
』
玄
義
分
を
中
心
に
展
開
し
、
さ
ら
に

（
４
）（
７
）
は
西
山
義
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

二
、『
東
宗
要
』
巻
一
の
問
答
に
つ
い
て

　

次
に
『
東
宗
要
』
巻
一
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
問
答
に
つ
い
て
、
そ

の
数
と
傾
向
を
整
理
し
た
い
。

　

前
項
の
表
で
も
み
え
る
よ
う
に
、『
東
宗
要
』
巻
一
に
は
七
つ
の

論
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
題
に
は
、
さ
ら
に

細
か
く
問
答
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
問
答
を
数
え
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

№

論
題

問
答
数

第
一
諸
傳
に
載
す
る
所
の
善
導
、
何
れ
の
師
か
今
家
に
當

た
る
や
。

８

第
二
十
四
行
偈
の
「
各
發
無
上
心
」
と
は
菩
提
心
と
や
爲

ん
、
三
心
と
や
爲
ん
。

５

第
三
何
故
ぞ
今
經
を
菩
薩
藏
頓
敎
一
乘
と
名
づ
く
る
や
。

６

第
四
何
ら
を
か
要
門
・
弘
願
と
名
づ
く
る
や
。

４

第
五
今
經
題
目
の
「
觀
」
定
散
に
通
ず
る
や
。

１

第
六
成
佛
と
往
生
と
二
種
の
別
時
意
、
其
の
行
相
、
如
何
。
22

第
七
宗
の
意
、
極
樂
世
界
は
報
化
二
土
の
中
に
は
是
れ
何

れ
ぞ
や
。

44

�

※
問
答
数
に
は
論
題
の
問
答
も
数
に
含
め
た
。

　

論
題
の
み
を
み
て
も
、
廣
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
善
導
『
観
経

疏
』
の
語
句
・
説
示
な
ど
か
ら
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
問
答
数
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
第
七
論
題
で
あ
り
、
廣
川
氏
が
西

山
義
に
対
応
し
た
問
答
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
第
四
論
題
の

問
答
数
を
み
る
と
、
法
然
門
下
の
他
流
に
対
応
し
て
い
る
論
題
が
と
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く
に
多
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

で
は
良
忠
が
『
東
宗
要
』
に
お
い
て
問
答
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ

る
問
題
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
回
、
良
忠
著
作
の
内
容
的
比
較
と
し
て
、
善
導
『
観
経
疏
』
の
注

釈
書
で
あ
る
『
伝
通
記
』
と
『
東
宗
要
』
に
お
け
る
問
題
意
識
の
共

通
性
を
整
理
し
て
み
た
い
。

三
、『
東
宗
要
』
巻
一
の
問
答
内
容

　

次
に
『
東
宗
要
』
巻
一
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
問
答
の
内
容
が
『
伝

通
記
』
に
み
ら
れ
る
か
否
か
、
対
照
し
て
み
た
い
。

　

対
照
の
結
果
、『
東
宗
要
』
巻
一
の
問
答
の
う
ち
、『
伝
通
記
』
に

還
元
可
能
な
問
答
数
は
管
見
の
限
り
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。

№
『
東
宗
要
』
問
答
数
『
伝
通
記
』

第
一

８

７

第
二

５

４

第
三

６

３

第
四

４

３

第
五

１

１

第
六

22

８

第
七

44

11

　

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
相
互
に
説
示
の
詳
細
に
増
減
は
あ
る
も
の
の
、

第
一
～
第
四
論
題
に
お
い
て
は
大
半
が
『
伝
通
記
』
に
も
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
五
論
題
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
『
伝
通
記
』

に
譲
釈
し
て
い
る
論
題
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
第
六
論
題
の
第
十
六
問
答
の
よ
う
に
『
伝
通
記３

』『
東
宗
要４

』

共
通
し
て
い
る
も
の
の
、『
東
宗
要
』
に
は
続
け
て
、

一
義
云
、
羣
疑
論
二
云
、
問
曰
、
瑜
伽
師
地
論
云
、
三
地
菩
薩

方
生
淨
土
。
今
勸
地
前
凡
夫
聲
聞
等
生
。
有
何
意
也
。
釋
曰
、

諸
經
論
文
説
生
淨
土
、
各
據
一
義
取
捨
不
同
。
―
後
略
―
。

（『
浄
全
』
一
一
、
一
二
頁
上
）

と
い
う
よ
う
に
「
一
義
云
」
と
し
て
追
記
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。

　

以
下
、『
東
宗
要
』
の
み
み
ら
れ
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
か
ら

第
四
論
題
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

第
一
、
第
二
、
第
四
論
題
に
つ
い
て

　

こ
れ
ら
の
論
題
の
問
答
の
な
か
で
、『
東
宗
要
』
の
み
に
み
ら
れ

る
問
答
は
一
つ
ず
つ
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
問
答
に
つ
い
て
も
、

第
一
論
題
・
第
八
問
答
に
は
「
三
論
宗
人
難
云
」（『
浄
全
』
一
一
、

四
頁
上
）
と
あ
り
、
第
二
論
題
・
第
五
問
答５

、
第
四
論
題
・
第
四
問

答６

の
よ
う
に
「
有
（
人
）
云
」
と
問
い
、「
今
云
」
と
し
て
答
え
る
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形
式
が
該
当
す
る
。
第
一
論
題
・
第
八
問
答
に
は
「
三
論
宗
人
」
と

し
て
問
者
の
所
属
が
わ
か
る
が
、
第
二
論
題
・
第
五
問
答
、
第
四
論

題
・
第
四
問
答
に
つ
い
て
も
『
浄
全
』
所
収
の
『
東
宗
要
』
の
冠
註

に
は
「
有
（
人
）
云
」
を
指
し
て
「
敬
蓮
社
」（『
浄
全
』
一
〇
、
五

頁
）「
西
山
及
愚
禿
等
」（『
浄
全
』
二
、
八
頁
）
と
あ
り
、
問
者
の

門
流
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

ま
た
第
四
論
題
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
廣
川
氏
の
研
究
に

よ
る
と
西
山
義
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
四
問
答
が

挙
げ
ら
れ
る
う
ち
、
三
問
答
は
『
伝
通
記
』
に
も
み
ら
れ
る
内
容
で

あ
り
、
第
四
論
題
す
べ
て
が
西
山
義
か
ら
の
問
難
に
対
し
て
『
東
宗

要
』
に
お
い
て
新
た
に
答
え
た
も
の
で
は
な
く
、
西
山
義
に
対
応
す

る
教
義
問
題
を
そ
れ
ま
で
の
著
作
か
ら
整
理
し
、
新
た
な
問
題
に
つ

い
て
は
追
加
し
た
形
で
あ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

第
三
論
題
に
つ
い
て

　

第
三
論
題
で
は
六
問
答
中
、
三
問
答
が
『
伝
通
記
』
に
同
内
容
の

説
示
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
伝
通
記
』
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、

他
の
論
題
中
に
は
『
東
宗
要
』
と
同
じ
く
問
答
体
と
し
て
展
開
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
が
、
こ
の
第
三
論
題
に
お
い
て
は
『
伝

通
記
』
内
に
お
い
て
問
答
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
無
い
点

が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
第
三
問
答
に
は
、

尋
云
、
今
師
釋
中
有
餘
敎
爲
頓
敎
義
耶
。

答
、
其
義
亦
有
。
般
舟
讃
云
、
或
説
人
天
二
乘
法
、
或
説
菩
薩

涅
槃
因
、
或
漸
、
或
頓
、
明
空
有
人
法
二
障
遣
雙
除
｛
已
上
｝。

是
聖
道
門
中
立
頓
敎
之
證
也
。（『
浄
全
』
一
一
、
七
頁
上
）

と
あ
り
、
続
く
第
四
問
答
の
問
い
に
は
、

難
云
、
上
或
漸
或
頓
者
、
或
漸
者
瓔
珞
經
、
或
頓
者
淨
土
經
。

上
標
或
漸
或
頓
、
次
下
文
云
瓔
珞
經
中
等
故
也
。
加
之
、
下
文

云
門
門
不
同
名
漸
敎
。
恐
是
諸
經
總
名
漸
敎
。
依
之
上
人
大
經

釋
云
、
天
台
・
眞
言
、
皆
雖
名
頓
敎
、
斷
惑
證
理
故
猶
是
漸
敎

也
｛
取
意
｝、
如
何
。（『
浄
全
』
一
一
、
七
頁
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、
第
三
問
答
の
答
え
を
受
け
る
形
で
第
四
問
答
の
問

い
が
展
開
し
て
い
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
第
三
論
題
は
『
東
宗
要
』
に
お
い
て
、
問
題
点

が
整
理
さ
れ
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
ま
と
め

　

最
後
に
今
回
の
比
較
作
業
か
ら
み
ら
れ
る
傾
向
に
つ
い
て
一
言
し

た
い
。
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今
回
の
作
業
を
通
じ
た
結
果
、
論
題
に
よ
っ
て
は
大
半
が
す
で
に

『
伝
通
記
』
の
時
点
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
有
（
人
）
云
」

で
始
ま
り
、「
今
云
」
で
答
え
る
問
答
な
ど
は
『
東
宗
要
』
初
出
の

問
題
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
第
一
・
第
二
・
第
四
論
題
の
よ
う
に
、
そ
の
問
答
の
大
半
が

『
伝
通
記
』
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
第
四
問
答
は
西

山
義
へ
の
対
応
を
指
摘
さ
れ
る
論
題
で
あ
る
が
、『
東
宗
要
』
に
お

い
て
初
出
に
な
る
問
答
で
は
な
く
、
四
問
答
中
、
大
半
の
三
問
答
が

す
で
に
『
伝
通
記
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

今
回
、
詳
細
な
考
察
は
省
い
た
が
、
第
六
・
第
七
論
題
に
お
い
て

は
『
伝
通
記
』
と
の
共
通
性
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、『
東
宗
要
』
巻

一
の
内
容
に
限
定
す
れ
ば
、
良
忠
は
往
生
と
成
仏
ま
た
そ
の
行
相
、

お
よ
び
報
身
報
土
に
関
し
て
、
問
題
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。

　

今
回
は
主
に
『
伝
通
記
』
と
の
対
照
を
行
っ
た
が
、
当
然
『
伝
通

記
』
以
外
で
も
取
り
扱
っ
て
い
る
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
回

の
対
照
作
業
で
対
応
さ
れ
な
か
っ
た
問
答
が
『
東
宗
要
』
で
の
初
出

で
は
な
く
、
こ
の
ほ
か
の
良
忠
の
著
作
と
も
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、

『
東
宗
要
』
に
お
い
て
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
教
義
的
問
題
、
つ

ま
り
『
東
宗
要
』
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
。

１　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
廣
川
堯
敏
氏
が
西
山
義
と
の
対
論
を
採
り

上
げ
た
論
考
が
あ
る
。「
良
忠
述
『
浄
土
宗
要
集
』
の
成
立
を

め
ぐ
る
諸
問
題
（
二
）
―
西
山
義
と
の
対
論
―
」（『
良
忠
上
人

研
究
』
大
本
山
光
明
寺
、
一
九
八
六
）。

２　

廣
川
堯
敏
「
良
忠
述
『
浄
土
宗
要
集
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問

題
（
一
）」（『
浄
土
学
』
三
六
、
一
九
八
五
）。
廣
川
氏
の
研
究

に
よ
れ
ば
、『
肝
心
集
』
が
そ
の
ま
ま
『
東
宗
要
』
二
・
三
・

四
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
降
、

南
宏
信
氏
に
よ
っ
て
『
肝
心
集
』
と
『
東
宗
要
』
の
諸
本
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
肝
心
集
』
が
『
東
宗
要
』
に
先
行

す
る
著
作
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

３　
『
浄
全
』
二
、
一
九
三
頁
下
～
一
九
四
頁
上
。

４　
『
浄
全
』
一
一
、
一
一
頁
下
～
一
二
頁
上
。

５　
『
浄
全
』
一
一
、
五
頁
上
～
六
頁
上
。

６　
『
浄
全
』
一
一
、
八
頁
上
～
九
頁
上
。
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法
然
上
人
に
お
け
る
来
迎
思
想
の
展
開

林　

田　

康　

順

一
、
は
じ
め
に
―
本
稿
の
視
座
―

　

本
稿
は
、
法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
尊
称
を
略
す
）
の
来
迎
思

想
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、

そ
れ
ま
で
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
「
正
念
来
迎
」
と
い
う
考
え

方
を
根
底
か
ら
覆
し
、「
来
迎
正
念
」
へ
と
一
八
〇
度
転
換
さ
れ
た

点
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
堂
恭
俊
氏（
１
）や
丸
山
博

正
氏（
２
）に
よ
る
貴
重
な
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
然
に
よ
る
来
迎
正

念
へ
の
画
期
的
な
思
想
転
換
は
、
法
然
自
身
の
丁
寧
な
思
索
の
積
み

重
ね
と
深
淵
な
宗
教
体
験
と
に
そ
の
契
機
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
経
過

を
探
る
作
業
は
、
決
し
て
意
義
な
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
、
東
大
寺
講
説
「
三
部
経
釈
」
に
お
け
る
来
迎
思
想

　

東
大
寺
講
説
「
三
部
経
釈
」
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
言
及

は
多
々
あ
る
が
、
来
迎
正
念
思
想
の
言
及
は
見
出
せ
ず
、
い
ま
だ
正

念
来
迎
か
ら
来
迎
正
念
へ
の
思
想
転
換
は
な
さ
れ
て
い
な
い
蓋
然
性

が
高
い
。
そ
の
証
左
と
な
る
一
節
が
、
次
の
『
阿
弥
陀
経
釈
』
の
説

示
で
あ
る
。

聖
衆
来
迎
ト
者
、
念
仏
ノ
行
漸
ク
成
就
シ
、
往
生
ノ
期
既
ニ
至

時
、
弥
陀
如
来
諸
聖
衆
ト
、
倶
ニ
来
テ
忝
ク
モ
行
者
ヲ
迎
タ
マ

フ
也
。
此
ノ
来
迎
ニ
付
テ
、
観
経
ノ
文
ニ
九
品
迎
摂
ノ
相
ヲ
説

テ
云
、
上
品
上
生
者
無
数
ノ
化
仏
、
仏
ト
共
ニ
来
ル
。
上
品
中

生
。
云
々
。
乃
至
下
品
下
生
ニ
ハ
、
但
金
蓮
花
来
ル
ト
。
云
々
。

今
此
経
ノ
来
迎
者
、
九
品
ノ
中
ニ
ハ
是
何
哉
、
不
審
尤
多
シ
。

今
若
シ
聖
衆
多
少
ニ
依
テ
、
品
位
ヲ
定
メ
バ
、
恐
ハ
是
上
品
上

生
之
行
相
ニ
相
似
ス
ル
歟
。
何
ヲ
以
テ
ノ
故
、
経
云
、
其
人
臨

命
終
時
、
阿
弥
陀
仏
與
諸
聖
衆
ト
。
云
々
。
聖
衆
多
少
ヲ
云
ハ

ズ
。
称
讃
浄
土
経
云
、
臨
命
終
時
、
無
量
寿
仏
、
其
無
量
ノ
聲
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聞
弟
子
菩
薩
衆
ト
倶
ニ
、
前
後
ニ
圍
繞
シ
、
来
テ
其
前
ニ
住
シ
、

慈
悲
ヲ
以
テ
加
祐
シ
テ
、
心
乱
ラ
ザ
ラ
シ
ム
。
既
ニ
命
ヲ
捨
テ

已
、
仏
衆
会
ニ
随
テ
、
無
量
寿
仏
ノ
極
楽
ニ
生
ズ
。
云
々
。
今

此
文
ニ
準
ゼ
バ
、
已
ニ
無
量
聲
聞
等
ト
云
フ
。
故
ニ
知
ヌ
、
上

品
上
生
ニ
当
ル
。
云
々
。
又
修
因
ノ
時
節
ヲ
説
ク
ニ
、
若
一
日

乃
至
七
日
。
云
々
。
観
経
亦
上
品
ノ
修
因
ノ
時
節
ト
同
ジ
。

（
昭
法
全
一
三
六
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、『
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
来
迎
の

様
相
を
『
観
経
』
の
上
品
上
生
に
該
当
す
る
と
指
摘
し
、
そ
の
典
拠

と
し
て
『
称
讃
浄
土
経
』
の
一
節
を
用
い
て
い
る
。
法
然
の
来
迎
思

想
の
展
開
を
め
ぐ
り
、
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
こ
の

『
称
讃
浄
土
経
』
の
用
い
方
で
あ
る
。『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
、
法

然
が
披
瀝
す
る
来
迎
正
念
の
経
証
こ
そ
、
こ
の
『
称
讃
浄
土
経
』
の

一
節
、
特
に
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
「
慈
悲
加
祐
」
と
い
う
働
き
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
「
三
部
経
釈
」
に
お
い
て
、
法
然
が
『
称
讃
浄
土

経
』
に
注
目
さ
れ
た
内
容
は
、
来
迎
の
際
の
聖
衆
の
多
少
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
働
き
と
し
て
の
来
迎
正
念
を
説
く
経
証
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
一
節
で
注
目
す
べ
き
点
が
、
下
品
下
生
の
者
に
は
、

た
だ
金
蓮
花
の
み
が
来
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
経
典
に
忠
実
な
説
示

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
観
経
釈
』
に
お
い
て
も
同
様
の

指
摘
が
あ
り
（
昭
法
全
一
一
九
）、『
阿
弥
陀
経
釈
』
同
様
、
下
品
下

生
に
は
、
た
だ
金
蓮
花
の
み
が
来
る
に
過
ぎ
な
い
と
説
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
と
も
す
る
と
そ
の
ま
ま
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
基
づ

き
行
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
来
迎
正
念
と
い
う
働
き
が
覆
い
隠
さ
れ
て

し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

三
、『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
来
迎
思
想

　

１
、
下
品
下
生
の
往
生
人
へ
の
阿
弥
陀
仏
来
迎 

　
　
　
　

―
善
導
「
十
一
門
義
」
を
介
し
て
―

　
『
逆
修
説
法
』（『
法
然
聖
人
御
説
法
事
』）
の
初
七
日
冒
頭
部
に
お

い
て
法
然
は
「
来
迎
引
接
ノ
化
仏
」
を
挙
げ
て
講
説
し
て
い
る
。
こ

こ
で
法
然
は
「
三
部
経
釈
」
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
『
観
経
疏
』
十

一
門
義
に
基
づ
き
、
特
に
下
品
下
生
釈
の
仏
・
菩
薩
の
来
迎
を
取
り

上
げ
て
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

文
ノ
ゴ
ト
ク
ハ
、
化
仏
ノ
来
迎
モ
ナ
キ
ヤ
ウ
ニ
ミ
エ
タ
レ
ド
モ

善
導
ノ
御
心
、
観
経
ノ
疏
ノ
十
一
門
ノ
義
ニ
ヨ
ラ
バ
第
九
門
ニ

命
終
ノ
ト
キ
、
聖
衆
ノ
迎
接
シ
タ
マ
フ
不
同
、
去
時
ノ
遅
疾
ヲ

ア
カ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
マ
タ
、
イ
マ
コ
ノ
十
一
門
ノ
義
ハ
、
九
品

ノ
文
ニ
約
対
セ
リ
。
一
一
ノ
品
ノ
ナ
カ
ニ
、
ミ
ナ
コ
ノ
十
一
ア
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リ
ト
イ
ヘ
リ
。
シ
カ
レ
バ
、
下
品
下
生
ニ
モ
来
迎
ア
ル
ベ
キ
ナ

リ
。
シ
カ
ル
ヲ
五
逆
ノ
罪
人
ソ
ノ
ツ
ミ
、
オ
モ
キ
ニ
ヨ
リ
テ
、

マ
サ
シ
ク
化
仏
菩
薩
ヲ
ミ
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
タ
ダ
ワ
ガ
座
ス

ベ
キ
ト
コ
ロ
ノ
金
蓮
華
バ
カ
リ
ヲ
ミ
ル
ナ
リ
。
ア
ル
イ
ハ
マ
タ
、

文
ニ
隠
顕
ア
ル
ナ
リ
。（
昭
法
全
一
六
七
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、
下
品
下
生
の
仏
菩
薩
不
来
迎
の
説
示
の
由
縁
を

下
品
下
生
の
往
生
人
の
罪
業
に
求
め
つ
つ
、「
ア
ル
イ
ハ
マ
タ
文
ニ

隠
顕
ア
ル
ナ
リ
」
と
そ
の
説
示
に
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。
察
す
る

に
、
そ
の
含
み
と
は
、
実
は
、
経
文
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の

の
（
顕
）、
実
際
に
は
下
品
下
生
の
往
生
人
も
ま
た
仏
・
菩
薩
の
来

迎
に
し
っ
か
り
と
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
隠
）
と
想
定

さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
法
然
は
、
下
品
下
生
を
含
め
た
す
べ
て

の
九
品
往
生
の
相
に
、
真
化
い
ず
れ
に
せ
よ
仏
・
菩
薩
の
来
迎
が
あ

る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

２
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
三
義 

　
　
　
　

―
「
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
」
を
中
心
に
―

　

化
身
の
説
示
に
続
け
て
法
然
は
、
広
く
浄
土
願
生
者
は
来
迎
引
接

の
立
像
を
造
立
し
、
第
十
九
「
来
迎
引
接
ノ
願
」
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ

る
と
し
、「
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
」「
道
ノ
先
達
ノ
タ
メ
」「
対
治
魔
事

ノ
タ
メ
」
と
い
う
来
迎
の
三
義
を
提
示
し
、
ま
ず
「
臨
終
正
念
ノ
タ

メ
」
は
次
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
る
。

マ
ヅ
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
ニ
来
迎
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
オ
モ
ハ
ク
、
病

苦
ミ
ヲ
セ
メ
テ
、
マ
サ
シ
ク
死
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ニ
ハ
、
カ
ナ

ラ
ズ
境
界
・
自
体
・
当
生
ノ
三
種
ノ
愛
心
ヲ
オ
コ
ス
ナ
リ
。
シ

カ
ル
ニ
阿
弥
陀
如
来
、
大
光
明
ヲ
ハ
ナ
チ
テ
、
行
者
ノ
マ
ヘ
ニ

現
ジ
タ
マ
フ
ト
キ
、
未
曾
有
ノ
事
ナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
帰
敬
ノ
心

ノ
ホ
カ
ニ
他
念
ナ
ク
シ
テ
、
三
種
ノ
愛
心
ヲ
ホ
ロ
ボ
シ
テ
、
サ

ラ
ニ
オ
コ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
カ
ツ
ハ
マ
タ
仏
、
行
者
ニ
チ
カ
ヅ
キ

タ
マ
ヒ
テ
、
加
持
護
念
シ
タ
マ
フ
ガ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
称
讃
浄
土
経

ニ
、
慈
悲
加
祐
シ
テ
、
コ
コ
ロ
ヲ
シ
テ
ミ
ダ
ラ
ザ
ラ
シ
ム
。
ス

デ
ニ
命
ヲ
ス
テ
オ
ハ
リ
テ
、
ス
ナ
ワ
チ
往
生
ヲ
エ
、
不
退
転
ニ

住
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
阿
弥
陀
経
ニ
、
阿
弥
陀
仏
モ
ロ
モ
ロ
ノ
聖
衆

ト
ソ
ノ
マ
ヘ
ニ
現
ゼ
ム
。
コ
ノ
人
オ
ワ
ラ
ム
ト
キ
、
心
顛
倒
セ

ズ
シ
テ
、
ス
ナ
ワ
チ
阿
弥
陀
仏
国
土
ニ
生
ヲ
エ
ム
ト
ト
ケ
リ
。

令
心
不
乱
ト
心
不
顛
倒
ト
ハ
、
ス
ナ
ワ
チ
正
念
ニ
住
セ
シ
ム
ル

義
ナ
リ
。
シ
カ
レ
バ
、
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
。
在
生
ノ
ア
ヒ
ダ
、
往
生
ノ
行
、
成

就
セ
ム
ヒ
ト
ハ
、
臨
終
ニ
カ
ナ
ラ
ズ
聖
衆
来
迎
ヲ
ウ
ベ
シ
。
来

迎
ヲ
ウ
ル
ト
キ
、
タ
チ
マ
チ
ニ
正
念
ニ
住
ス
ベ
シ
ト
イ
フ
コ
コ
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ロ
ナ
リ
。
シ
カ
ル
ニ
、
イ
マ
ノ
ト
キ
ノ
行
者
、
オ
ホ
ク
コ
ノ
ム

ネ
ヲ
ワ
キ
マ
エ
ズ
シ
テ
、
ヒ
ト
ヘ
ニ
尋
常
ノ
行
ニ
オ
イ
テ
ハ
怯

弱
生
ジ
テ
、
ハ
ル
カ
ニ
臨
終
ノ
ト
キ
ヲ
期
シ
テ
正
念
ヲ
イ
ノ
ル
、

モ
ト
モ
僻
韻
ナ
リ
。
シ
カ
レ
バ
、
ヨ
ク
ヨ
ク
コ
ノ
ム
ネ
ヲ
コ
コ

ロ
エ
テ
、
尋
常
ノ
行
業
ニ
オ
イ
テ
、
怯
弱
ノ
コ
コ
ロ
ヲ
オ
コ
サ

ズ
シ
テ
、
臨
終
正
念
ニ
オ
イ
テ
決
定
ノ
オ
モ
ヒ
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
ナ

リ
。
コ
レ
ハ
コ
レ
至
要
ノ
義
ナ
リ
。
キ
カ
ム
人
、
コ
コ
ロ
ヲ
ト

ド
ム
ベ
シ
。
コ
ノ
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
ニ
来
迎
ス
ト
イ
フ
義
ハ
、

静
慮
院
ノ
静
照
法
橋
ノ
釈
ナ
リ
。（
昭
法
全
一
六
八
）

　

こ
の
一
節
の
中
、
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
、「
三

部
経
釈
」
に
お
い
て
、
法
然
が
『
称
讃
浄
土
経
』
に
注
目
さ
れ
た
点

は
、
来
迎
の
際
の
聖
衆
の
多
少
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は

「
慈
悲
加
祐
シ
テ
、
コ
コ
ロ
ヲ
シ
テ
ミ
ダ
ラ
ザ
ラ
シ
ム
」
と
い
う
一

節
へ
移
行
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
は
、
来
迎
正

念
と
い
う
解
釈
は
「
静
照
法
橋
ノ
釈
」
に
よ
っ
た
立
論
で
あ
る
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
。
す
で
に
藤
堂
氏
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
釈
」
が
功

徳
院
静
照
撰
『
阿
弥
陀
如
来
四
十
八
願
釈
』「
第
十
九
臨
終
現
前
願
」

中
の
一
節
（
続
浄
全
四
・
五
・
下
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

静
照
は
、
阿
弥
陀
仏
が
第
十
九
願
を
発
さ
れ
た
理
由
を
、
臨
終
を
迎

え
て
顛
倒
し
て
し
ま
う
衆
生
を
憐
れ
み
、
晏
然
な
ら
し
め
る
た
め
に

大
悲
心
を
起
こ
し
て
来
迎
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
そ

の
一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
静
照
の
「
釈
」
は
、
法
然
の
他

の
法
語
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
丸

山
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
静
照
の
『
四
十
八
願
釈
』
は
、
湛
然

等
の
説
示
に
基
づ
き
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
を
「
同
居
土
」（
続
浄

全
四
・
二
・
上
）
と
規
定
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
な
ど
、
天
台
僧
静

照
に
と
っ
て
、
智
顗
が
『
維
摩
経
略
疏
』
等
に
極
楽
浄
土
を
凡
聖
同

居
土
と
指
摘
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
基
本
的
立
場
は
揺
る
が
せ
よ
う

が
な
い
。
し
か
し
、
法
然
に
と
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
浄
土
は
報

身
・
報
土
に
他
な
ら
ず
、
静
照
の
説
示
を
前
面
に
出
し
て
来
迎
正
念

を
語
り
続
け
る
こ
と
に
危
う
さ
を
感
じ
、
躊
躇
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
手
に
取
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
こ

そ
、「
三
部
経
釈
」『
逆
修
説
法
』
を
経
て
『
選
択
集
』
に
お
い
て
高

ら
か
に
宣
言
す
る
こ
と
と
な
る
偏
依
善
導
一
師
の
姿
勢
に
通
じ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

　

続
く
第
二
「
道
ノ
先
達
ノ
タ
メ
」
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
の
来

迎
は
往
生
人
を
導
い
て
浄
土
へ
の
道
を
示
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ

の
働
き
を
提
示
さ
れ
た
人
師
と
出
典
と
し
て
「
御
廟
ノ
僧
正
ハ
、
カ

ノ
来
迎
ノ
願
オ
バ
現
前
導
生
ノ
願
ト
ナ
ヅ
ケ
タ
マ
ヘ
リ
」（
昭
法
全

一
七
〇
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
藤
堂
氏
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に
よ
っ
て
良
源
撰
『
極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
』「
行
者
命
終
現
前
導

生
ノ
願
」（
浄
全
一
五
・
一
八
・
上
）
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
第
二
義
に
つ
い
て
、
他
の
法
然
遺
文
に
は
、
そ
の
主
旨
を
見
出

せ
る
説
示
は
確
認
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
推
測
す
る

に
、
第
一
に
法
然
に
と
っ
て
、
来
迎
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
や
諸
菩
薩
が

願
往
生
人
を
極
楽
浄
土
へ
と
引
接
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
の
流
れ
で
あ

り
、
改
め
て
指
摘
せ
ず
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
受
け
止
め
ら
れ

た
と
い
う
点
。
第
二
に
、
藤
堂
氏
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
良
源

は
「
彼
ノ
人
ノ
善
根
（
第
十
八
願
に
基
づ
く
「
十
念
」）
ハ
、
深
妙

ニ
非
ズ
」（
浄
全
一
五
・
一
八
・
上
）
と
述
べ
、
第
十
八
願
に
基
づ

く
称
名
念
仏
の
功
徳
を
軽
ん
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し

た
良
源
の
主
張
を
法
然
が
承
知
し
て
い
な
い
は
ず
は
な
く
、
静
照
同

様
、
良
源
の
説
示
を
前
面
に
出
し
て
道
の
先
達
の
た
め
の
来
迎
を
語

り
続
け
る
こ
と
に
危
う
さ
を
感
じ
、
躊
躇
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容

易
に
推
測
で
き
る
。

　

続
け
て
第
三
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
に
お
い
て
は
、
仏
道
の
さ
ま

た
げ
を
す
る
第
六
他
化
自
在
天
の
天
魔
波
旬
が
往
生
人
に
近
づ
い
て

そ
の
心
を
誑
か
せ
、
浄
土
往
生
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
対
治
す

る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
第
三
義
に
つ
い
て
は
、
第
二

義
同
様
、
他
の
法
然
遺
文
に
は
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
の
来
迎
と
い

う
直
接
的
表
現
こ
そ
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
十
二
箇
條
の
問
答
』

に
お
い
て
法
然
が
「
臨
終
の
時
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
と
も
に
き
た

り
て
、
か
な
ら
ず
迎
接
し
給
ふ
ゆ
へ
に
、
悪
業
と
し
て
さ
ふ
る
も
の

な
く
、
魔
縁
と
し
て
さ
ま
た
ぐ
る
事
な
し
」（
昭
法
全
六
七
三
）
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
意
味
合
い
を
語
る
ご
法
語
は
散
見
さ
れ
、

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
働
き
を
現
世
に
お
い
て
も
享
受
で
き
る
こ
と
を

体
系
的
に
明
そ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
次
節
に
述
べ
る
『
選
択
集
』
十

一
・
十
五
の
説
示
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、『
選
択
集
』
に
お
け
る
来
迎
思
想

　

１
、
三
輩
・
九
品
は
「
開
合
の
異
」 

　
　
　
　

―
下
品
下
生
の
往
生
人
へ
の
阿
弥
陀
仏
来
迎
―

　
『
選
択
集
』
に
お
い
て
法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
に
つ
い
て
様
々

に
言
及
し
て
い
る
が
、
正
念
来
迎
か
ら
来
迎
正
念
へ
の
転
換
を
含
む

来
迎
の
三
義
、
下
品
下
生
の
来
迎
相
へ
の
十
一
門
義
の
援
用
な
ど
、

『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
見
ら
れ
た
言
及
は
直
接
的
に
は
説
示
さ
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
説
示
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
ま
ず
『
選
択
集
』
四
に
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
と

『
観
経
』
の
九
品
と
は
「
開
合
の
異
」（
聖
典
三
・
一
二
八
）
で
あ
る

と
す
る
。
な
る
ほ
ど
三
輩
・
九
品
が
「
開
合
の
異
」
で
あ
る
以
上
、
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三
輩
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
相
は
、
九
品
に
も
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
と
法
然
が
受
け
と
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に

想
像
が
つ
き
、
下
品
（
下
生
）
の
者
に
相
当
す
る
下
輩
の
往
生
人
は
、

夢
中
見
仏
と
は
い
え
、
直
接
阿
弥
陀
仏
に
相
見
え
て
お
り
、
来
迎
正

念
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
悲
の
働
き
を
蒙
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

と
推
測
で
き
る
。
法
然
は
ま
た
『
選
択
集
』
十
一
に
お
い
て
、「
九

品
の
配
当
は
こ
れ
一
往
の
義
」「
一
法
に
各
九
品
有
り
」（
聖
典
三
・

一
六
三
）
等
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
示
が
、
先
述
し
た
善
導

『
観
経
疏
』
十
一
番
義
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
に
あ

て
は
め
れ
ば
、
法
然
は
、
そ
の
他
の
品
に
説
か
れ
る
よ
う
に
下
品
下

生
の
者
に
も
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
想
定
さ
れ
、
来
迎
正
念
と
い
う
阿

弥
陀
仏
の
大
慈
悲
の
働
き
を
蒙
っ
て
い
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

　

２
、
念
仏
行
者
へ
向
け
ら
れ
る
平
生
の
護
念 

　
　
　
　

―
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
と
関
連
し
て
―

　

法
然
は
『
選
択
集
』
十
一
に
お
い
て
「
念
仏
の
行
者
を
ば
観
音
勢

至
、
影
と
形
と
の
ご
と
く
暫
く
も
捨
離
せ
ず
。
余
行
は
爾
ら
ず
。
ま

た
念
仏
す
る
者
は
、
命
を
捨
て
て
已
後
決
定
し
て
極
楽
世
界
に
往
生

す
。
余
行
は
不
定
な
り
」（
聖
典
三
・
一
六
四
）
と
、
念
仏
行
者
は

常
に
観
音
菩
薩
や
勢
至
菩
薩
が
影
の
形
に
添
う
よ
う
に
護
念
さ
れ
、

ま
た
、
命
終
に
必
ず
浄
土
往
生
が
叶
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
法
然
は
『
選
択
集
』
十
五
に
お
い
て
、『
観
念
法
門
』
や

『
往
生
礼
讃
』
を
通
じ
て
『
阿
弥
陀
経
』
に
基
づ
く
六
方
諸
仏
に
よ

る
念
仏
行
者
へ
の
護
念
を
示
し
、『
観
念
法
門
』
や
『
往
生
礼
讃
』

に
引
用
さ
れ
る
『
十
往
生
経
』『
観
経
』『
般
舟
三
昧
経
』
な
ど
に
基

づ
く
化
仏
、
化
観
音
・
化
勢
至
両
菩
薩
、
二
十
五
菩
薩
、
四
天
王
、

龍
神
八
部
等
に
よ
る
念
仏
行
者
へ
の
護
念
、
随
逐
影
護
、
愛
楽
相
見
、

延
年
転
寿
な
ど
の
働
き
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
聖
典
三
・

一
八
〇
～
一
八
二
）。
そ
う
し
た
諸
仏
・
諸
菩
薩
等
に
よ
る
護
念
の

種
々
相
に
つ
い
て
、
先
述
し
た
『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
来
迎
の
三

義
の
第
三
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
悪
鬼
神
へ
の
対
応
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
念

仏
行
者
に
災
障
・
厄
難
を
加
え
よ
う
と
し
、
そ
の
心
を
誑
か
せ
て
浄

土
往
生
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
悪
鬼
神
か
ら
諸
仏
・
諸
菩
薩
等
が
常
に

護
念
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、『
逆
修
説
法
』
に

お
け
る
天
魔
波
旬
と
『
選
択
集
』
に
お
け
る
悪
鬼
神
と
に
は
厳
密
な

峻
別
が
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
法
然
は
『
要
義
問
答
』
で
次
の
よ
う
に

述
べ
、
両
者
の
説
示
に
共
通
性
を
持
た
せ
て
い
る
。

念
仏
ノ
行
者
ハ
、
ミ
オ
バ
罪
悪
生
死
ノ
凡
夫
ト
オ
モ
ヘ
バ
、
自

力
ヲ
タ
ノ
ム
事
ナ
ク
シ
テ
、
タ
ダ
弥
陀
ノ
願
力
ニ
ノ
リ
テ
往
生

セ
ム
ト
ネ
ガ
フ
ニ
、
魔
縁
タ
ヨ
リ
ヲ
ウ
ル
事
ナ
シ
。
観
慧
ヲ
コ
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ラ
ス
人
ニ
モ
、
ナ
ホ
九
境
ノ
魔
事
ア
リ
ト
イ
フ
。
弥
陀
ノ
一
事

ニ
ハ
、
モ
ト
ヨ
リ
魔
事
ナ
シ
、
果
人
清
浄
ナ
ル
ガ
ユ
ヘ
ニ
ト
イ

ヘ
リ
。
仏
ヲ
タ
ブ
ロ
カ
ス
魔
縁
ナ
ケ
レ
バ
、
念
仏
ノ
モ
ノ
オ
バ

サ
マ
タ
グ
ベ
カ
ラ
ズ
。（
中
略
）
マ
タ
ハ
念
仏
ノ
行
者
ノ
マ
ヘ

ニ
ハ
、
弥
陀
観
音
ツ
ネ
ニ
キ
タ
リ
タ
マ
フ
。
二
十
五
ノ
菩
薩
、

百
重
千
重
護
念
シ
タ
マ
フ
ニ
、
タ
ヨ
リ
ヲ
ウ
ベ
カ
ラ
ズ
。（
昭

法
全
六
三
〇
）

　

こ
こ
で
法
然
は
、
念
仏
行
者
が
魔
縁
か
ら
護
念
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
現
世
で
の
利
益
と
し
て
明
示
し
つ
つ
、
化
仏
・
化
菩
薩
と
は
言

及
せ
ず
に
、
あ
え
て
「
弥
陀
・
観
音
」
と
説
示
し
、
そ
の
救
済
の
広

大
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
臨
終

時
に
来
迎
さ
れ
る
仏
・
菩
薩
と
、
常
平
生
に
護
念
さ
れ
る
仏
・
菩
薩

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
来
迎
引
接
と
随
逐
影
護
と
い
う
異
な
っ
た
働
き
を

念
仏
行
者
に
対
し
て
施
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
然

の
『
逆
修
説
法
』『
選
択
集
』
等
の
一
連
の
説
示
に
よ
れ
ば
、
そ
の

主
体
で
あ
る
観
音
・
勢
至
両
菩
薩
、
化
仏
、
化
観
音
・
化
勢
至
両
菩

薩
な
ど
は
共
通
し
、
ま
た
、
そ
の
具
体
的
働
き
と
し
て
も
、
対
治
魔

事
、
悪
鬼
神
か
ら
の
守
護
と
い
う
共
通
性
を
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
法

然
は
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
の
来
迎
を
あ
え
て
前
面
に
出
し
て
提
示

せ
ず
と
も
、『
選
択
集
』
十
一
・
十
五
に
お
い
て
、
常
平
生
か
ら
念

仏
行
者
が
仏
・
菩
薩
に
護
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
体
系
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
〈
現
世
→
臨
終
時
→
当
世
〉
と
連
続
す
る
時
間
的
経
過
の

中
で
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
と
念
仏
行
者
と
の
間
に
広
い
意
味
で
の
呼
応

関
係
が
絶
え
る
こ
と
な
く
相
続
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
か
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
一
例
が
『
要
義
問
答
』
の
一
節
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

五
、
ご
法
語
に
み
ら
れ
る
来
迎
思
想
の
特
色

　

１
、
来
迎
正
念
の
典
拠
―
『
称
讃
浄
土
経
』
へ
の
統
一
―

　

本
章
で
は
、
法
然
法
語
に
み
ら
れ
る
来
迎
思
想
の
特
色
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。
ま
ず
は
『
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
』
の
来
迎
正
念

を
説
く
次
の
一
節
を
見
て
み
た
い
。

モ
ト
ヨ
リ
仏
ノ
来
迎
ハ
、
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
ニ
テ
候
也
。
ソ
レ

ヲ
人
ノ
ミ
ナ
ワ
ガ
臨
終
正
念
ニ
シ
テ
、
念
仏
申
タ
ル
ニ
、
仏
ハ

ム
カ
ヘ
タ
マ
フ
ト
ノ
ミ
コ
コ
ロ
エ
テ
候
ハ
、
仏
ノ
願
ヲ
信
ゼ
ズ
、

経
ノ
文
ヲ
信
ゼ
ヌ
ニ
テ
候
也
。
称
讃
浄
土
経
ニ
ハ
、
慈
悲
ヲ
モ

テ
ク
ワ
ヘ
タ
ス
ケ
テ
、
コ
コ
ロ
ヲ
シ
テ
ミ
ダ
ラ
シ
メ
タ
マ
ハ
ズ

ト
ト
カ
レ
テ
候
也
。
タ
ダ
ノ
ト
キ
ニ
ヨ
ク
ヨ
ク
申
オ
キ
タ
ル
念

仏
ニ
ヨ
リ
テ
、
仏
ハ
来
迎
シ
タ
マ
フ
ト
キ
ニ
、
正
念
ニ
ハ
住
ス

ト
申
ベ
キ
ニ
テ
候
也
。（
昭
法
全
五
四
五
）
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ち
な
み
に
、
こ
の
一
節
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
説
示
が
『
大
胡
の
太
郎

実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』（
昭
法
全
五
二
一
）
や
『
浄
土
宗
略
抄
』

（
昭
法
全
五
九
六
）
な
ど
、
複
数
の
消
息
に
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、

法
然
在
世
当
時
に
お
け
る
正
念
来
迎
と
い
う
見
解
が
い
か
に
根
強
か

っ
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
消
息
に
共
通
す
る
の
が
、
来
迎

正
念
の
典
拠
と
し
て
『
称
讃
浄
土
経
』
の
「
慈
悲
を
も
ち
て
加
え
祐

け
て
心
を
し
て
乱
ら
し
め
た
ま
は
ず
」
と
い
う
一
節
の
み
を
提
示
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
法
然
は
、

正
念
来
迎
か
ら
来
迎
正
念
へ
の
転
換
を
静
照
の
『
四
十
八
願
釈
』
に

基
づ
い
て
い
る
と
言
明
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
法
語
に
静
照
へ
の

言
及
は
見
出
せ
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
法
然
は
、
静
照
の
思
想
と
偏

依
善
導
一
師
の
立
場
を
鑑
み
た
結
果
、
そ
の
典
拠
を
『
称
讃
浄
土

経
』
に
絞
り
込
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

２
、『
往
生
浄
土
用
心
』
に
説
か
れ
る
来
迎
思
想
の
特
色

　

次
に
『
往
生
浄
土
用
心
』
の
一
節
を
見
て
み
た
い
。

本
願
信
じ
て
往
生
ね
が
ひ
候
は
ん
行
者
も
、
こ
の
苦
は
の
が
れ

ず
と
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
。
そ
の
う
ゑ
、
三
種
の
愛
心
お
こ
り
候
ひ
ぬ
れ
ば
、
魔
縁

た
よ
り
を
え
て
、
正
念
を
う
し
な
ひ
候
也
。
こ
の
愛
心
を
ば
善

知
識
の
ち
か
ら
ば
か
り
に
て
は
の
ぞ
き
が
た
く
候
。
阿
弥
陀
ほ

と
け
の
御
ち
か
ら
に
て
の
ぞ
か
せ
給
ひ
候
べ
く
候
。
諸
邪
業
繋

無
能
礙
者
た
の
も
し
く
お
ぼ
し
め
す
べ
く
候
。
又
後
世
者
と
お

ぼ
し
き
人
の
申
げ
に
候
は
、
ま
づ
正
念
に
住
し
て
念
仏
申
さ
ん

時
に
、
仏
来
迎
し
給
ふ
べ
し
と
申
げ
に
候
へ
ど
も
、
小
阿
弥
陀

経
に
は
、
與
諸
聖
衆
現
在
其
前
、
是
人
終
時
心
不
顛
倒
、
即
得

往
生
、
阿
弥
陀
仏
、
極
楽
国
土
と
候
へ
ば
、
人
の
い
の
ち
お
は

ら
ん
と
す
る
時
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
聖
衆
と
と
も
に
、
目
の
ま
へ

に
き
た
り
給
ひ
た
ら
ん
を
、
ま
づ
見
ま
い
ら
せ
て
の
ち
に
、
心

は
顛
倒
せ
ず
し
て
、
極
楽
に
む
ま
る
べ
し
と
こ
そ
心
え
て
候
へ
。

（
昭
法
全
五
六
三
）

　

こ
の
一
節
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
な
の
が
次
の
二
点
で
あ
る
。
ま

ず
第
一
は
、
前
述
し
た
『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
来
迎
の
三
義
の
内
、

第
一
「
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
」
に
説
か
れ
る
〈
臨
終
→
三
愛
生
起
→
来

迎
→
三
愛
除
去
→
正
念
〉
と
い
う
流
れ
と
第
三
「
対
治
魔
事
ノ
タ

メ
」
に
説
か
れ
る
〈
臨
終
→
魔
縁
便
り
を
得
→
来
迎
→
対
治
魔
事
〉

と
い
う
流
れ
を
統
合
し
、〈
臨
終
→
三
愛
生
起
→
魔
縁
便
り
を
得
→

来
迎
〔
→
三
愛
除
去
＋
対
治
魔
事
〕
→
正
念
〉
と
捉
え
て
い
る
点
で
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あ
る
。
前
章
に
お
い
て
『
逆
修
説
法
』
以
降
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い

た
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
の
来
迎
が
あ
え
て
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、『
選
択
集
』
十
一
・
十
五
や
『
要
義
問
答
』
等
の
説
示

へ
と
転
用
さ
れ
て
い
く
と
指
摘
し
た
が
、
そ
の
一
方
、『
往
生
浄
土

用
心
』
に
お
い
て
は
、
臨
終
時
に
お
け
る
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
の

来
迎
が
「
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
」
の
来
迎
の
中
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
ま

れ
、
再
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
続
く
第
二
は
、
こ
れ

ま
で
正
念
来
迎
か
ら
来
迎
正
念
へ
の
転
換
を
語
る
に
あ
た
っ
て
必
要

不
可
欠
な
典
拠
で
あ
っ
た
『
称
讃
浄
土
経
』
に
あ
え
て
言
及
せ
ず
、

『
阿
弥
陀
経
』
の
来
迎
引
接
を
説
く
一
節
の
み
を
そ
の
典
拠
と
し
て

提
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お
け
る
こ
う
し

た
立
場
は
、『
選
択
集
』
一
に
お
い
て
「
浄
土
三
部
経
」
を
正
依
の

経
典
と
し
て
明
示
し
た
立
場
に
通
じ
る
も
の
と
指
摘
で
き
よ
う
。

六
、
お
わ
り
に
―
来
迎
思
想
展
開
の
内
的
要
因
―

　

法
然
に
お
け
る
来
迎
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

そ
の
所
論
を
ま
と
め
て
擱
筆
し
た
い
。

　

①
法
然
の
来
迎
思
想
と
し
て
特
筆
す
べ
き
正
念
来
迎
か
ら
来
迎
正

念
へ
の
転
換
は
、『
称
讃
浄
土
経
』
の
用
い
方
や
『
観
経
』
下
品
下

生
の
解
釈
等
か
ら
、
東
大
寺
講
説
「
三
部
経
釈
」
に
お
い
て
は
成
立

し
て
お
ら
ず
、
下
品
下
生
の
往
生
人
へ
の
阿
弥
陀
仏
来
迎
も
明
示
さ

れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

②
『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
法
然
は
、
善
導
『
観
経
疏
』
十
一
門

義
を
援
用
し
て
『
観
経
』
下
品
下
生
の
往
生
人
に
も
阿
弥
陀
仏
来
迎

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、『
称
讃
浄
土
経
』
の
「
慈
悲
加
祐
」
と
い

う
一
節
や
諸
師
の
釈
書
に
基
づ
き
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
由
縁

と
し
て
「
臨
終
正
念
」「
道
ノ
先
達
」「
対
治
魔
事
」
と
い
う
三
義
を

提
示
し
、
来
迎
正
念
思
想
を
は
じ
め
て
説
い
て
い
る
。

　

③
『
選
択
集
』
四
や
十
一
の
説
示
を
通
じ
て
法
然
は
、
間
接
的
で

は
あ
る
が
、
下
品
下
生
に
も
阿
弥
陀
仏
来
迎
が
あ
る
こ
と
の
証
明
を

試
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
同
』
十
一
や
十
五
の
説
示
を

通
じ
、『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
言
及
し
た
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
意
義

た
る
「
対
治
魔
事
ノ
タ
メ
」
を
踏
ま
え
て
、
念
仏
行
者
が
常
平
生
か

ら
仏
・
菩
薩
に
護
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、〈
現
世
→
臨
終
時
→
当
世
〉
と
連
続
す
る
時
間
的
経
過
の
中
で
、

諸
仏
・
諸
菩
薩
と
念
仏
行
者
と
の
間
に
広
い
意
味
で
の
呼
応
関
係
が

絶
え
る
こ
と
な
く
相
続
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

④
法
然
が
来
迎
正
念
へ
の
転
換
に
言
及
し
て
い
る
『
正
如
房
へ
つ

か
は
す
御
文
』
等
の
各
種
法
語
に
お
い
て
、『
逆
修
説
法
』
で
明
示

し
た
静
照
の
「
釈
」
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
偏
依
善
導
一
師
の
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立
場
を
鑑
み
た
法
然
が
、
来
迎
正
念
の
典
拠
を
『
称
讃
浄
土
経
』
に

絞
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
お

い
て
法
然
は
、
来
迎
の
三
義
の
内
、「
臨
終
正
念
ノ
タ
メ
」
と
「
対

治
魔
事
ノ
タ
メ
」
と
を
踏
ま
え
て
〈
臨
終
→
三
愛
生
起
→
魔
縁
便
り

を
得
→
来
迎
〔
→
三
愛
除
去
＋
対
治
魔
事
〕
→
正
念
〉
と
い
う
両
者

を
統
合
し
た
流
れ
の
中
で
再
構
成
し
、
さ
ら
に
は
「
浄
土
三
部
経
」

を
正
依
の
経
典
と
す
る
立
場
か
ら
『
称
讃
浄
土
経
』
で
は
な
く
『
阿

弥
陀
経
』
の
一
節
を
来
迎
正
念
の
典
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
と
指
摘

で
き
る
。

　

ち
な
み
に
『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
諸
師
に
よ
る
各
種
釈
書
を
直

接
の
典
拠
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
た
姿
勢
を
経
て
『
選
択
集
』
や

各
種
法
語
に
見
ら
れ
る
、
善
導
の
所
説
を
踏
ま
え
つ
つ
も
独
自
の
論

理
構
築
を
目
指
す
姿
勢
へ
の
展
開
を
法
然
自
身
に
も
た
ら
し
た
契
機

こ
そ
、
善
導
弥
陀
化
身
説
の
経
証
的
確
信
と
共
に
、
法
然
自
身
の
三

昧
発
得
の
体
験
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
法
然
自
身
の
三
昧
発
得
の

体
験
こ
そ
、
独
自
の
来
迎
思
想
を
展
開
さ
せ
る
内
的
要
因
で
あ
り
、

九
品
往
生
人
の
す
べ
て
に
阿
弥
陀
仏
が
来
迎
し
、
慈
悲
の
働
き
と
し

て
の
来
迎
正
念
が
平
等
に
施
さ
れ
る
と
い
う
確
信
へ
と
つ
な
が
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
藤
堂
恭
俊
氏
「
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
と
臨
終
正
念
―
来
迎
図
と

法
然
浄
土
教
思
想
―
」（『
法
然
上
人
研
究
２
・
思
想
篇
』
所

収
）

（
２
）
丸
山
博
正
氏
「
臨
終
と
来
迎
―
臨
終
行
儀
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
一
）
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一
　
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
五
月
二
十
九
日
に
、
造
立
願
文
が

収
め
ら
れ
た
三
尺
の
如
来
像
が
発
見
さ
れ
て
以
来（
１
）、

そ
の
願
文
の
訓

読
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
浄
土
宗
『
宗
報
』
七
二
八
号

と
七
九
六
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
（
２
）外
に
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八

〇
）
一
月
の
知
恩
院
冬
安
居
の
折
り
に
、
当
時
教
学
局
の
太
田
秀
三

局
長
よ
り
依
頼
さ
れ
た
拙
読
が
あ
る
。
拙
読
は
昭
和
六
十
一
年
（
一

九
八
六
）
六
月
に
「
源
知
上
人
の
阿
弥
陀
如
来
造
立
願
文
に
つ
い

て
」（
総
本
山
知
恩
院
布
教
師
会
刊
『
勢
観
房
源
智
上
人
』）
の
題
名

で
活
字
化
さ
れ
た（
３
）。
筆
者
と
造
立
願
文
と
の
因
縁
に
は
、
右
の
よ
う

な
経
過
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
般
の
訓
読
論
文
で
は
充

分
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
造
立
願
文
の
内
容
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
、
造
立
願
文
の
真
の
意
図
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

思
う
。

二
　
造
立
願
文
は
、
そ
の
冒
頭
の
五
行
程
が
序
文
的
な
記
述
と
な
っ
て

い
て
、
そ
の
後
に
続
く
文
と
は
区
別
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

冒
頭
部
分
の
文
の
中
に
あ
る
、「
厳
訓
の
徳
」
と
か
「
礼
儀
の
教
」

と
い
っ
た
表
現
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
俗
世
間
一
般
の
誰
れ
も

が
理
解
で
き
る
道
徳
観
に
基
づ
く
報
恩
の
意
味
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
い
わ
ば
、
儒
教
に
代
表
さ
れ
る
外
典
の
世
界
の
説
明
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
が
全
て
俗
諦
の
拠
り
所
と
し
て
総
括
さ
れ
て
か
ら
、

真
諦
と
し
て
の
仏
陀
の
教
義
へ
と
筆
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

「
真
諦
の
教
授
た
る
仏
陀
の
法
」
を
説
く
後
文
は
内
典
に
基
づ
く
の

で
あ
る
が
、
そ
の
文
中
に
も
「
粉
骨
」
と
か
「
道
教
」
と
か
外
典
で

よ
く
用
い
ら
れ
る
単
語
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
の
導
入
の
文
中

源
智
造
立
願
文
の
教
道
厳
訓
の
恩
徳
に
つ
い
て

宮　

澤　

正　

順
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に
も
「
三
宝
」
な
ど
内
典
の
単
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
内
外
典
が

混
在
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
全
体
の
流
れ
と

し
て
は
、
導
入
部
は
外
典
の
世
界
か
ら
の
発
言
で
あ
り
、
そ
の
後
は

内
典
に
拠
る
と
す
る
分
け
方
は
、
概
ね
理
解
し
て
頂
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
導
入
部
と
し
て
の
冒
頭
の
文
を
示
し
て
み
る
こ
と
と

す
る
。
訓
読
は
現
代
か
な
づ
か
い
に
拠
る
。

弟
子
源
智
敬
白
三
宝
諸
尊
言
、
恩
山
尤
高
教
道
之
恩
、
徳
海
尤

深
厳
訓
之
徳
、
凡
俗
諦
之
師
範
礼
儀
之
教
、
荷
両
肩
尚
重
、
况

於
真
諦
之
教
授
仏
陀
法
乎
。

弟で

子し

源げ
ん
智ち

敬う
や
まツ
テ
三さ
ん
宝ぽ
う
・
諸し
よ
尊そ
ん
ニ
白も
う
シ
テ
言も
う
サ
ク
、
恩お
ん
ノ
山や
ま
尤も
つ
と

モ
高た
か
キ
ハ
教
き
よ
う
道ど
う
ノ
恩お
ん
ニ
シ
テ
、
徳と
く
ノ
海う
み
尤も
つ
とモ
深ふ
か
キ
ハ
厳げ
ん
訓く
ん
ノ
徳と
く

ナ
リ
。
凡お
よ
ソ
俗ぞ
く
諦た
い
ノ
師し

範は
ん
タ
ル
礼れ
い
儀ぎ

ノ
教お
し
えハ
両
り
よ
う
肩け
ん
ニ
荷に
な
ウ
モ
尚な

オ
重お
も
シ
。
况い
わ
んヤ
真し
ん
諦た
い
ノ
教
き
よ
う
授じ
ゆ
タ
ル
仏ぶ
つ
陀だ

ノ
法ほ
う
ニ
於お
い
テ
オ
ヤ
。

　
従
来
こ
の
願
文
の
内
容
の
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
た
と

え
ば
先
学
に
よ
れ
ば
第
一
に
法
然
の
思
想
的
遍
歴
の
記
述
、
第
二
に

師
恩
へ
の
報
謝
の
念
、
第
三
に
勧
進
に
よ
る
結
縁
者
へ
の
利
益
、
第

四
に
百
万
遍
念
仏
の
記
述
、
第
五
に
源
智
の
親
類
へ
の
作
善
の
意
識

の
五
つ
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る（
４
）。

今
こ
の
五
つ
の
分
類
を
考

察
し
た
時
、
第
二
が
中
心
で
あ
っ
て
、
第
一
は
そ
の
伏
線
で
あ
り
、

第
一
第
二
を
通
し
て
、
師
恩
へ
の
思
い
が
一
き
わ
強
調
さ
れ
て
い
る
、

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
造
立
さ
れ
た
仏
像
そ
の
も
の

が
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
阿
陀
如
来
へ
の
報
恩
が
師

恩
へ
の
報
恩
と
表
裏
一
体
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
に
お
け
る
恩

に
は
、
父
母
の
恩
と
如
来
の
恩
や
三
宝
の
恩
と
が
必
ず
組
み
合
わ
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
正
法
念
処
経
』
に
は
、
母
の
恩
・
父
の

恩
・
如
来
の
恩
・
説
法
法
師
の
恩
を
四
恩
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま

た
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
で
は
、
父
母
の
恩
・
衆
生
の
恩
・
国
王

の
恩
・
三
宝
の
恩
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
５
）。
如
来
の
恩
と
三
宝
の
恩
は

同
一
の
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
唐
の
高
宗
の
総
章
元
年

（
六
六
八
）
に
道
世
が
撰
述
し
た
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
五
十
報
恩
篇

第
五
十
一
に
も
、

正
法
念
処
経
の
如
き
に
云
わ
く
、
四
種
の
恩
あ
り
…
…
一
は

母
・
二
は
父
・
三
は
如
来
・
四
は
説
法
法
師（
６
）。

と
あ
る
。「
恩
山
」
と
類
似
の
「
恩
田
」
の
語
に
つ
い
て
も
、
先
学

は
「
恩
を
施
こ
し
て
く
れ
た
父
母
・
師
長
に
仕
え
て
恩
を
報
ず
れ
ば

福
を
生
ず
る
の
で
田
に
喩
え
る
の
で
あ
る
」
と
、
こ
こ
に
も
師
長
の
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恩
が
示
さ
れ
て
い
る（
７
）。
親
鸞
（
一
一
七
三
―
一
二
六
二
）
も
『
正
像

未
法
和
讃
』
に
お
い
て
、

如ニ
ヨ

来ラ
イ

大ダ
イ

悲ヒ

ノ
恩オ
ン

徳ド
ク

ハ

　

身ミ

ヲ
粉コ

ニ
シ
テ
報ホ
ウ

ズ
ベ
シ

　

師シ

主シ
ユ

知チ

識シ
キ

ノ
恩オ
ン

徳ド
ク

モ

　

骨
ヲ
砕
ク
ダ
キ
テモ

謝シ
ヤ

ス
ベ
シ

と
、
弥
陀
の
恩
と
師
主
知
識
の
恩
と
を
並
べ
て
取
り
挙
げ
て
称
讃
し

て
い
る
の
は
、
仏
教
の
恩
の
内
容
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
の

証
左
と
い
え
よ
う
。
親
鸞
に
と
っ
て
の
師
主
知
識
の
第
一
の
人
は
、

法
然
で
あ
る
。
快
慶
の
七
十
九
セ
ン
チ
の
阿
弥
陀
仏
立
像
が
発
見
さ

れ
た
が
、
こ
の
像
も
親
鸞
が
師
法
然
の
死
に
当
た
っ
て
作
ら
せ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
以
下
、
上
述
の
造
立
願
文
の
導
入
部
分
の

幾
つ
か
の
タ
ー
ム
を
分
析
し
つ
つ
解
説
と
補
足
を
加
え
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

三
　
ま
ず
「
恩
山
」
の
語
で
あ
る
が
、「
恩
山
」
に
限
ら
ず
以
下
の
タ

ー
ム
も
、
大
正
蔵
経
を
検
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
使
用

例
が
見
出
さ
れ
る（
９
）。
今
そ
の
検
索
の
中
か
ら
一
例
を
引
く
と
、

夫
れ
恩
の
山
は
疊
々
と
し
て
、
碧
羅
八
万
の
嶺

徳
の
海
は
洋
々
と
し
て
、　
　

蒼
溟
三
千
の
底

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
三
論
宗
の
吉
蔵
（
五
四
九
―
六

二
三
）
の
『
法
華
義
疏
』
巻
第
九
末
に
付
記
さ
れ
た
沙
門
素
慶
の
永

仁
三
年
（
一
二
九
五
）
の
文
に
出
る
も
の
で
あ
る）
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
内

典
に
対
し
て
外
典
を
調
べ
て
み
る
と）
11
（

、「
恩
は
山
岳
に
同
じ
」（『
聊

斎
志
異
』
梅
女
）
と
か
「
恩
の
重
き
こ
と
山
の
如
し
、
感
じ
て
深
く

骨
に
至
る
」（
陸
游
〈
一
一
二
五
―
一
二
〇
九
〉『
渭
南
文
集
』
第
七

巻
「
刪
定
官
供
職
謝
啓
」）
な
ど
と
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
「
教
道
の
恩
」
の
「
教
道
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
も
内
典
で

は
非
常
に
多
く
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
が
衆
生
に
垂
れ
る
教

説
の
外
に
、
仏
教
に
よ
っ
て
修
行
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
語
と

い
わ
れ
て
い
る）
12
（

。
ま
た
『
根
元
説
一
切
有
部
比
奈
耶
』
巻
三
に
は
、

父
母
の
子
に
於
け
る
や
、
大
い
な
る
労
苦
有
り
…
…
瞻
部
洲
中

の
教
導
を
為
す
者
は
、
仮た
と
え使
ば
其
の
子
は
一
つ
の
肩
に
は
母
を

持た
も
ち
、
一
つ
の
肩
に
は
父
を
持
ち
、
百
年
を
経
る
も
疲
労
を
生

ぜ
ず
。

と
記
さ
れ
て
い
る）
13
（

。
一
方
、
外
典
に
お
け
る
使
用
例
は
『
礼
記
』
の

月
令
に
、

仲
冬
の
月
は
…
…
禽
獣
を
田
獵
す
る
者
に
は
、
野や
く
虞に
ん
は
こ
れ
を

教
道
す
。
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と
あ
り
、
班
固
（
三
二
―
九
二
）
の
『
漢
書
』
鄭
崇
伝
に
は
「
教
道

す
る
に
礼
を
以
っ
て
す
」
と
い
う
。
教
道
の
第
一
歩
は
、
儒
教
の
礼

を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
後
述
の
『
論
語
』
李
氏
篇
の
庭
訓
の

根
拠
と
な
る
孔
子
の
発
言
に
も
見
出
さ
れ
る
。
源
智
の
「
俗
諦
の
師

範
た
る
礼
儀
の
教
」
と
い
う
発
言
も
こ
こ
の
処
を
踏
ま
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
顔
師
古
（
五
八
一
―
六
四
五
）
の
『
漢
書
』
の
注
に
は
、

「
道
の
読
み
は
導
と
曰
う
」
と
あ
れ
ば
、
道
と
導
は
共
通
の
語
で
あ

る
こ
と
が
判
る
。

　
次
に
「
徳
海
」
の
単
語
も
内
典
に
は
頻
出
す
る
語
で
あ
り
、
仏
の

徳
の
深
く
広
い
こ
と
を
喩
え
て
い
う
場
合
と
浄
土
教
の
教
え
を
指
す

場
合
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
る）
14
（

。
更
に
内
典
で
も
保
永
元
年
（
一
一
三

九
）
に
三
論
宗
の
珍
海
が
撰
述
し
た
『
決
定
往
生
集
』
に
は
、

又
た
復
た
父
母
の
恩
は
重
く
し
て
、
人
は
皆
こ
れ
を
知
る
。
三

福
の
初
業
は
自
ら
以
っ
て
備
う
べ
し
。
蓋け
だ
し
三
宝
の
徳
海
は
、

以
っ
て
済
渡
の
船
を
汎う

か
ぶ
べ
し
。

と
あ
る）
15
（

。「
徳
海
」
の
語
は
、「
恩
山
」
の
項
で
す
で
に
『
法
華
義

疏
』
付
属
の
文
と
し
て
提
示
し
て
も
あ
る
。
外
典
の
中
で
の
用
例
と

し
て
は
、
善
導
大
師
の
墓
処
で
あ
る
長
安
の
香
積
寺
に
参
詣
し
て
、

「
香
積
寺
を
過よ
ぎ
る
」
と
い
う
一
詩
を
伝
え
て
い
る
唐
代
の
有
名
な
詩

人
王
維
（
六
九
九
―
七
六
一
）
の
「
璿
上
人
に
謁
す
」
の
詩
序
に
、

「
玄
関
は
大
い
に
啓ひ
ら

け
、
徳
海
に
群
泳
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
次
に
「
厳
訓
の
徳
」
の
「
厳
訓
」
で
あ
る
が
、
二
祖
弁
長
（
一
一

六
二
―
一
二
三
八
）
の
『
徹
選
択
本
願
念
仏
集
』
巻
上
に
、
師
の
法

然
が
そ
の
師
で
あ
る
善
導
（
六
一
三
―
六
八
一
）
の
厳
訓
に
随
順
し

て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

然
ら
ば
則
ち
源
空
は
、
大
唐
善
導
和
尚
の
教
に
随
い
…
…
称
名

念
仏
の
勤
め
は
長
日
六
万
遍
な
り
。
死
期
近
き
に
依
り
て
、
又

一
万
遍
を
加
う
。
此
く
の
如
く
慥た
し

か
に
厳
訓
を
蒙
る
こ
と
を
以

っ
て
畢お
わ

る
。

と
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る）
1（
（

。
念
仏
称
名
の
恩
徳
を
善
導
の
厳
訓
と
し

て
把
握
し
て
い
る
弁
長
の
意
識
は
、
源
智
の
思
考
と
完
全
に
一
致
し

て
い
る
。
厳
訓
は
、
厳
し
い
訓お
し
え
の
意
味
で
あ
り
、
家
庭
で
の
教
育

を
庭
訓
て
い
き
ん

て
い
く
ん

と
い
う
『
論
語
』
李
氏
第
十
五
の
孔
子
と
そ
の
子
の

対
話
に
ま
で
逆
上
り
得
る
語
で
あ
る
。
わ
が
室
町
時
代
の
初
等
教
育

教
科
書
の
『
庭て
い
訓き
ん
往
来
』
の
書
で
は
、
庭て
い
訓き
ん
と
発
音
さ
れ
る
か
ら
、

厳
訓
も
「
げ
ん
き
ん
」
と
も
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
庭
訓
の
出
典
と
な

る
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
『
論
語
』
李
子
篇
の
孔
子
と
子
供
の
伯
魚

名
は
鯉
と
の
庭
前
で
の
問
答
で
あ
る
。
そ
の
対
話
の
中
で
、
孔
子
が

伯
魚
に
対
し
て
「
礼
を
学
ば
ざ
れ
ば
以
っ
て
立
つ
こ
と
な
し
」
と
説

い
て
い
る
こ
と
を
源
智
も
充
分
承
知
の
上
で
、「
俗
諦
の
師
範
た
る
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礼
儀
の
教
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
外
典
で
は
、
宋
の

王
義
慶
（
四
〇
三
―
四
四
四
）
の
『
世
説
新
語
』
徳
行
第
一
に
、
晋

の
宰
相
の
謝
安
（
三
二
〇
―
三
八
五
）
の
夫
人
が
、
父
と
し
て
子
供

の
教
育
に
言
葉
を
発
せ
よ
、
と
詰
問
し
た
文
章
が
あ
る
。
梁
の
劉
孝

標
（
四
六
二
―
五
二
一
）
は
そ
の
文
章
に
注
を
加
え
て
、
劉
寔
字
は

子
真
（『
晋
書
』
巻
四
十
一
列
伝
第
十
一
）
が
、
子
供
は
親
の
常
日

頃
の
言
葉
や
行
為
を
見
た
り
聴
い
た
り
し
て
い
る
か
ら
「
豈
に
厳
訓

の
変
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ん
や
」
と
、
敢
え
て
厳
し
い
教
育
は
必
要

な
い
と
い
う
文
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
「
両
肩
」
の
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
す
で
に
「
教
道
」
の

項
目
の
処
で
示
し
た
よ
う
に
両
肩
の
一
つ
一
つ
に
父
と
母
と
を
荷
な

う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
経
典
に
よ
っ
て
は
更
に
詳
し
く
論
ず

る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
仏
説
父
母
難
報
経
』
に
、

父
母
の
子
に
於
け
る
は
、
大
い
な
る
増
益
あ
り
…
…
右
肩
に
は

父
を
負
い
、
左
肩
に
は
母
を
負
い
、
千
年
を
経
歴
す
れ
ど
も
、

正
に
背
上
に
便
利
な
ら
し
む
。

と
説
か
れ
て
い
る）
1（
（

。
源
智
は
こ
れ
ら
の
文
献
に
説
く
詳
細
な
内
容
を

意
識
し
つ
つ
も
、
立
像
の
胎
内
に
収
納
す
る
制
約
上
か
ら
簡
単
に

「
両
肩
に
荷
う
」
と
だ
け
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
右
肩
に

父
を
左
肩
に
母
を
背
負
う
表
現
は
、
道
紀
（
五
五
〇
頃
）
の
『
金
蔵

論
）
1（
（

』
巻
第
六
孝
養
縁
第
二
十
二
や
上
掲
の
唐
の
道
世
の
『
法
苑
珠

林
』
巻
第
五
十
報
恩
篇
第
五
十
で
は
、
右
は
母
に
左
は
父
と
逆
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。

四
　
以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
源
智
の
「
教
道
の
恩
」
と

「
厳
訓
の
徳
」
の
タ
ー
ム
は
、
仏
教
が
伝
統
的
に
説
く
仏
恩
と
師
恩

の
二
つ
を
し
っ
か
り
と
組
み
込
ん
だ
上
で
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
源
智
の
み
に
言
え
る
こ
と
で

は
な
く
、
親
鸞
に
お
い
て
も
「
如
来
大
悲
の
恩
徳
」
と
「
師
宗
知
識

の
恩
徳
」
と
い
う
発
言
の
中
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
又
た
両

者
の
師
で
あ
る
法
然
自
身
も
自
ら
称
え
る
念
仏
の
教
え
を
唐
の
善
導

の
厳
訓
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
弁
長
の
記
述
を
も

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
仏
典
に
説
く
四
恩
の
中
の
如
来
の
恩
と
師
の
恩
を
こ
の
時
代
の

人
々
は
確
実
に
実
践
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
法
然
が
臨
終
に
際

し
て
慈
覚
大
師
の
九
条
の
袈
裟
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
慈
覚
大
師

の
厳
訓
に
対
す
る
法
然
の
報
恩
行
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
面
を

抜
き
に
し
て
、
例
せ
ば
義
山
（
一
六
四
八
―
一
七
一
七
）
の
『
円
光

大
師
行
状
画
図
翼
賛
』
巻
十
に
見
え
る
よ
う
な
、
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上
人
か
の
九
代
の
嫡
嗣
と
し
て
法
流
た
ゝ
一
器
に
つ
た
は
り
、

は
る
か
に
い
に
し
へ
の
あ
と
を
お
こ
し
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
そ
、
い

み
じ
く
侍
れ
。

と
い
う
本
伝
に
対
し
て
、

嫡
嗣
ハ
嫡
々
相
承
シ
テ
戒
脉
相ア
ヒ

継ツ
ク

ヲ
云
ナ
リ
。

と
伝
戒
の
正
統
性
だ
け
を
強
調
し
て
、
慈
覚
大
師
に
対
す
る
師
恩
へ

の
配
慮
が
薄
い
の
は
、
仏
教
本
来
の
四
恩
の
一
つ
「
説
法
法
師
」
へ

の
報
恩
思
想
か
ら
見
る
と
不
充
分
な
評
価
と
思
わ
れ
る
。
本
伝
自
体

の
方
が
む
し
ろ

い
に
し
へ
の
あ
と
を
お
こ
し
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
侍

れ
。

と
、
師
恩
に
思
い
を
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
伝
戒
の
正
統

性
の
強
調
は
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

九
条
の
袈
裟
の
被
着
に
つ
い
て
は
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
因
み
に
臨
終
の
人
に
袈
裟
を
掛
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
道
教
研

究
者
の
多
く
が
気
付
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、
斉
梁
の
上
清
派
と
い
う

道
教
の
一
派
の
大
成
者
と
言
わ
れ
る
陶
弘
景
（
四
五
六
―
五
二
六
）

の
体
全
て
を
大
き
な
袈
裟
で
包
ん
だ
様
子
を
、
中
国
の
正
統
な
歴
史

書
の
一
つ
『
南
史
』
巻
七
十
六
列
伝
に
、

大
同
二
年
卒
す
。
時
に
年
は
八
十
五
歳
な
り
。

…
…
通あ
ま
ねく

大
袈
裟
を
以
っ
て
衾き
も
のを

覆
い
、
首
あ
た
ま

足あ
し

を
蒙お
お

う
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
陶
弘
景
こ
そ
、
気
疾
を
病
む
曇
鸞
の
病
気

を
治
療
し
た
恩
師
で
も
あ
る
。

註（
１
）『
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
胎
内
文
書
調
査
報
告
書
』（
昭
和

五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
玉
桂
寺
刊
）

（
２
）『
宗
報
』
七
二
八
号
は
玉
山
成
元
訓
読
で
七
九
六
号
は
伊
藤
唯

真
訓
読
。

（
３
）『
か
が
や
く
法
灯　

勢
観
房
源
智
上
人
』
は
、
華
頂
文
庫
Ｎ
ｏ
．

29
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
伊
藤
唯
真
『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』、
一
四
一
頁
以
下
。

（
５
）『
岩
波
仏
教
辞
典
』、
九
四
頁
以
下
。『
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
恩

の
頂
に
は
、
師
恩
へ
の
言
及
が
少
な
い
が
、
新
版
で
の
加
筆
を

希
望
す
る
。

（
６
）『
法
苑
珠
林
校
注
』、
第
四
冊
（
中
華
書
局
）
一
五
〇
七
頁
。

（
７
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』、
一
三
七
頁
。

（
８
）
愛
知
県
美
浜
の
大
御
堂
寺
の
来
迎
阿
弥
陀
仏
像
で
あ
る
（『
東

京
新
聞
』
平
成
23
年
12
月
3
日
）。「
親
鸞
聖
人
が
師
・
法
然
上
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人
へ
報
恩
判
明
・
快
慶
作
の
阿
弥
陀
如
来
像
」（『
浄
土
宗
新

聞
』、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
号
）。
石
田
瑞
麿
『
新
鸞
全

集
』、
第
四
巻
、
五
五
三
頁
。

（
９
）
大
正
蔵
経
の
検
索
は
、
石
川
琢
道
君
の
御
尽
力
に
よ
る
。
こ

こ
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1（
）
大
正
、
三
四
、
五
九
三
頁
、
Ｃ
。

（
11
）
外
典
の
単
語
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
『
漢
語
大
詞
典
』
に

拠
る
。

（
12
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』、
二
三
二
頁
。

（
13
）
大
正
、
二
三
、
六
四
二
頁
、
d
。

（
14
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』、
一
〇
二
一
頁
。

（
15
）
大
正
、
八
四
、
一
一
四
頁
、
d
。

（
1（
）
大
正
、
八
三
、
二
六
頁
、
ｂ
。

（
1（
）
大
正
、
一
六
、
七
七
九
頁
、
ａ
。

（
1（
）
宮
井
・
本
井
編
『
金
蔵
論
―
―
本
文
と
研
究
』、
五
〇
八
頁
。

注
（
６
）『
法
苑
珠
林
校
注
』、
第
三
册
、
一
四
七
二
頁
。
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『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
抑
揚
的
証
明

村
　
上
　
真
　
瑞

　『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
い
て
、
問
答
の
相
手
の
主
要
な
論
疏
を

用
い
て
そ
の
中
に
説
か
れ
る
内
容
を
も
っ
て
、
自
分
の
論
を
証
明
す

る
方
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
相
手
を
抑
え
て
自
分
を
揚

げ
る
方
法
で
あ
る
。
今
回
は
、
極
楽
浄
土
は
受
用
土
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
に
考
察
し
て
み
た
い
。

【
本
文
】
一
巻
三
帖

問
曰
今
此
西
方
極
樂
世
界
三
種
土
中
是
何
土
攝
釋
曰
此
有
三
釋
一
是

他
受
用
土
以
佛
身
高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
其
中
多
有
一
生

補
處
无
有
衆
苦
但
受
諸
樂
等
故
唯
是
於
他
受
用
土

【
解
説
】

一
つ
に
は
、
西
方
極
楽
浄
土
は
、
他
受
用
身
の
国
土
で
あ
る
と
の
論

を
展
開
す
る
。

【
本
文
】
一
巻
三
帖

二
言
唯
是
變
化
土
有
何
聖
教
言
佛
高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬

等
即
證
是
於
他
受
用
身
土
何
妨
淨
土
變
化
之
身
高
六
十
萬
億
那
由
他

恒
河
沙
由
旬
以
觀
經
等
皆
説
爲
凡
夫
衆
生
往
生
淨
土
故
知
是
變
化
土

【
解
説
】

二
つ
に
は
、
凡
夫
が
往
生
す
る
国
土
な
ら
ば
、
変
化
身
の
国
土
で
あ

る
と
い
う
論
を
展
開
す
る
。

【
本
文
】
一
巻
三
帖　
　

三
通
二
土
地
前
見
變
化
土
地
上
見
他
受
用
土
同
其
一
處
各
随
自
心
所

見
各
異
故
通
二
土
由
此
經
言
是
阿
彌
陀
佛
非
凡
夫
境
當
作
丈
六
觀
也

【
解
説
】

三
つ
め
に
は
、
変
化
土
、
他
受
用
土
の
両
方
に
共
通
し
て
い
る
国
土

で
あ
る
と
す
る
。
十
地
以
上
の
大
菩
薩
は
他
受
用
土
に
生
ま
れ
、
十

地
以
下
の
凡
夫
な
ど
は
変
化
土
に
生
ま
れ
る
と
す
る
。

【
本
文
】
一
巻
三
帖
～
四
帖

問
曰
前
第
一
釋
若
是
他
受
用
土
者
云
何
地
前
凡
夫
生
若
變
化
土
者
云
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何
地
上
聖
人
生

【
解
説
】

第
一
と
第
二
の
解
釈
の
矛
盾
点
を
つ
い
て
い
る
。
他
受
用
土
と
い
え

ば
唯
識
説
で
は
凡
夫
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
変
化
土
で
あ
れ
ば
、
逆
に
十
地
以
上
の
大
菩
薩
は
ど

う
す
る
の
か
、
と
す
る
。

【
本
文
】
一
巻
四
帖

釋
曰
計
彼
地
前
菩
薩
聲
聞
凡
夫
未
證
遍
滿
眞
如
未
斷
人
法
二
執
識
心

麤
劣
所
變
淨
土
不
可
同
於
地
上
諸
大
菩
薩
微
細
智
心
所
變
微
妙
受
用

淨
土

【
解
説
】

十
地
以
前
の
凡
夫
や
小
乗
仏
教
の
聲
聞
縁
覚
な
ど
は
、
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
十
地
以
上
の
大
菩
薩
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
。

【
本
文
】
一
巻
四
帖

然
以
阿
弥
陀
佛
殊
勝
本
願
増
上
縁
力
令
彼
地
前
諸
小
行
菩
薩
等
識
心

雖
劣
依
託
如
來
本
願
勝
力
還
能
同
彼
地
上
菩
薩
所
變
淨
土
微
妙
廣
大

清
淨
莊
嚴
亦
得
見
故
名
生
他
受
用
土

【
解
説
】

し
か
し
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
増
上
縁
が
加
わ
る
こ
と
に

よ
り
、
劣
っ
て
い
る
は
ず
の
凡
夫
が
、
大
菩
薩
と
同
じ
す
ぐ
れ
た
他

受
用
身
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
く
。

【
本
文
】
一
巻
四
帖

佛
地
論
等
説
初
地
已
上
生
他
受
用
土
地
前
菩
薩
生
變
化
土
此
據
自
力

分
判
地
前
地
上
居
二
土
別
不
據
他
力
別
願
勝
縁
而
説
只
如
肉
眼
論
言

唯
見
障
内
色
唯
見
欲
界
不
見
色
界
唯
是
離
中
知
不
是
合
中
知
然
法
華

經
説
父
母
所
生
清
淨
肉
眼
見
於
内
外
弥
樓
山
等
乃
至
阿
迦
尼

天
色

豈
不
是
肉
眼
能
見
障
外
等
色
及
見
色
界
諸
天
色
耶

【
解
説
】

『
佛
地
經
論
』
に
お
い
て
、
十
地
以
上
が
他
受
用
土
に
生
ま
れ
る
と

説
く
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が
加
わ
ら
な
い
時
の
こ
と
を
説
く

の
で
あ
る
。
本
願
力
が
加
わ
れ
ば
、
さ
え
ぎ
ら
れ
た
壁
の
先
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。『
法
華
經
』
に
よ
っ
て
そ
の
譬
喩
を
説
く
。

【
本
文
】
一
巻
五
帖 

又
解
深
蜜
經
及
攝
大
乘
論
等
説
如
人
照
鏡
自
見
本
面
以
彼
鏡
中
无
有

面
像
當
見
自
面
黒
白
之
精
此
扶
根
塵
與
眼
根
合
而
見
彼
扶
根
色
塵
此

豈
不
是
合
中
知
若
言
見
障
外
色
界
及
自
扶
根
色
塵
者
便
與
論
文
相
違

若
不
見
者
復
與
經
文
相
違
故
知
佛
地
論
師
據
大
分
自
因
而
説
不
據
他

殊
勝
力
別
縁
而
説
而
定
自
在
所
生
色
非
是
色
塵
不
合
爲
眼
所
見
若
得

大
威
徳
定
所
變
定
自
在
所
生
色
即
能
令
凡
夫
人
眼
所
見
今
此
亦
爾
以
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本
願
力
令
彼
地
前
菩
薩
等
生
受
用
土
不
可
一
向
判
令
不
生
也

【
解
説
】

本
来
自
分
の
目
が
く
っ
つ
い
て
い
る
顔
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

『
解
深
蜜
經
』
及
び
『
攝
大
乘
論
』
等
に
説
か
れ
る
よ
う
に
鏡
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
顔
の
す
み
ず
み
ま
で
詳
細
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
が
加
わ
れ
ば
、
十

地
に
至
ら
な
い
菩
薩
・
凡
夫
達
を
し
て
受
用
身
の
国
土
に
往
生
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
説
く
。

【
本
文
】
一
巻
五
帖

又
如
觀
經
第
九
觀
云
阿
弥
陀
佛
眞
金
色
身
高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河

沙
由
旬
八
萬
四
千
相
好
唯
是
他
受
用
身
佛
非
是
地
前
所
能
觀
見
下
文

言
然
彼
如
來
宿
願
力
故
有
憶
想
者
必
得
成
就
故
知
乘
宿
願
力
觀
見
受

用
之
身
亦
乘
宿
願
之
力
生
受
用
土

【
解
説
】

『
觀
無
量
壽
經
』
の
第
九
佛
身
観
に
説
か
れ
る
、
宇
宙
に
遍
満
し
て

い
る
巨
大
な
佛
身
は
他
受
用
身
で
あ
る
が
、
本
願
力
に
よ
っ
て
凡
夫

も
そ
の
他
受
用
身
の
国
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

【
本
文
】
一
巻
六
帖

佛
地
論
中
亦
作
是
問
前
説
淨
土
最
極
自
在
淨
識
爲
相
云
何
會
中
有
聲

聞
等
而
不
相
違
有
何
相
違
諸
聲
聞
等
同
菩
薩
見
同
菩
薩
見
故
聞
説
妙

法【
現
代
語
訳
】

『
佛
地
經
論
』
の
中
に
再
び
問
を
な
し
て
い
る
。
先
に
淨
土
は
、
思

い
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
が
究
極
に
ま
で
至
っ
た
穢
れ
の
な
い
心
を
そ

の
す
が
た
と
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
の
修
行
者
の

集
団
の
中
に
自
己
の
悟
り
の
み
を
得
る
こ
と
に
専
念
し
利
他
の
行
を

欠
い
た
出
家
修
行
者
等
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
間
違
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
の
間
違
い
が
あ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
。
諸
の

自
己
の
悟
り
の
み
を
得
る
こ
と
に
専
念
し
利
他
の
行
を
欠
い
た
出
家

修
行
者
等
は
菩
薩
と
同
じ
よ
う
に
見
る
の
で
あ
る
。
菩
薩
と
同
じ
よ

う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て.

勝
れ
た
教
え
を
説
く
こ
と
を
聞
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

『
佛
地
經
論
』【
本
文
】『
大
正
蔵
経
』
二
十
六
巻
二
九
八
Ｂ

前

淨
土
最
極
自
在
淨
識
為
相
。
云
何
會
中
有
聲
聞
等
而
不
相
違
。

有
何
相
違
。
諸
聲
聞
等
同
菩
薩
見
故
成
相
違
。
若
聲
聞
等
亦
如
是
見

可
作
是

。
諸
聲
聞
等
雖
預
此
會
。
障
見
淨
妙
業
所
礙
故
。
猶
如
生

盲
不
見
。
如
是
淨
妙
境
界
不
可
難
言
。
既
不
能
見
不
應
在

。
以
雖

不
見
如
是
淨
妙
而
見
穢
土
化
身

故
。
雖
同
一
會
自
業
力
故
所
見
各

異
。
如
見
真
金
謂
為
火
等
。
如
於
一
處
四
種

生
各
別
見
等
。
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【
解
説
】

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
説
明
と
、『
佛
地
經
論
』
の
説
と
に
違
い
が
認

め
ら
れ
る
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』
で
は
、
聲
聞
と
菩
薩
と
が
同
じ
よ

う
に
見
、
同
じ
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
れ
た
教
え
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
扱
っ
て
い
る
が
、『
佛
地
經
論
』
で

は
、
聲
聞
等
は
、
こ
の
会
座
に
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
清
淨
微

妙
な
国
土
を
見
る
こ
と
を
さ
え
ぎ
ら
れ
る
。
行
為
を
さ
え
ぎ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
生
ま
れ
な
が
ら
の
盲
人
が
見
え
な
い
の
と

同
じ
で
あ
る
。
と
し
て
、
過
去
の
業
の
違
う
も
の
に
は
同
じ
浄
妙
な

る
国
土
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。『
釋
淨
土
群
疑
論
』

は
、
次
の
論
を
証
明
す
る
た
め
に
敢
え
て
『
佛
地
經
論
』
の
説
を
曲

げ
て
説
明
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
本
文
】
一
巻
六
帖

一
論
師
言
或
復
如
來
神
力
加
被
令
蹔
得
見
聞
説
妙
法
此
是
如
來
不
思

議
力
不
可
難
以
根
地
度
等
此
師
意
明
説
佛
地
論
時
在
他
受
用
土
諸
聲

聞
等
見
彼
淨
土
聞
佛
地
經
此
由
如
來
不
思
議
力
彼
是
一
時
化
縁
令
蹔

得
見
今
此
是
不
可
思
議
本
願
力
令
亦
得
生
斯
有
何
過
也

【
参
考
文
献
】

『
佛
地
經
論
』
第
一
巻
『
大
正
蔵
経
』
二
十
六
巻
二
九
二
頁
Ｃ

『
佛
地
經
論
』【
本
文
】

出
三
界
淨
識
為
相
為
説
勝
法
。
化
此
地
前
諸
有
情
類
。
令
其
欣
樂
修

行
彼
因
故
。
暫
化
作
清
淨
佛
土
。
殊
妙
化
身
神
力
加

令
暫
得
見
。

若
不
爾
者
聲
聞
等

應
倶
不
見
。
有
義
此
土
受
用
土
攝
。
説
此
經
佛

是
受
用
身
。

　
以
上
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
を
読
み
下
し
現
代
語
訳
し
て
解
説
を
加

え
て
き
た
が
、
西
方
極
楽
世
界
は
、
三
身
三
土
の
中
で
ど
の
国
土
に

な
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
本
願
力
が
加
わ
ら
な
い
時
に
つ
い

て
は
、『
佛
地
經
論
』
を
典
拠
と
し
て
引
き
、
地
上
の
大
菩
薩
は
他

受
用
土
、
地
前
の
少
行
菩
薩
、
二
乗
、
凡
夫
は
変
化
土
と
し
て
い
る

が
、
本
願
力
を
加
え
ら
れ
た
時
に
は
『
佛
地
經
論
』
に
説
か
れ
る
と

こ
ろ
と
は
別
の
結
果
と
な
る
、
た
と
え
地
前
の
少
行
菩
薩
、
二
乗
、

凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
大
菩
薩
と
同
じ
他
受
用
身
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
。
最
後
に
抑
揚
の
か
た
ち
を
用
い
て
、『
佛
地
經
論
』

の
中
に
説
か
れ
る
、【
現
代
語
訳
】「
三
界
を
超
出
し
た
清
浄
な
る
心

が
そ
の
姿
で
あ
る
。
人
々
の
た
め
に
す
ぐ
れ
た
教
説
を
説
く
。
こ
の

十
地
に
至
ら
な
い
諸
の
人
々
を
教
化
し
、
そ
の
十
地
に
至
ら
な
い

人
々
が
安
楽
を
ね
が
い
安
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
た
め
の
因
を
修
行
さ

せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
わ
ず
か
な
間
、
清
淨
な
る
佛
国
土
を
超
人

的
な
力
に
よ
り
、
つ
く
り
出
し
、
こ
と
さ
ら
す
ぐ
れ
た
神
通
で
現
し

出
し
た
身
体
の
不
思
議
な
力
が
、
人
々
に
加
っ
て
わ
ず
か
な
間
（
清
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淨
な
る
佛
国
土
を
）
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
さ
せ
る
。
仮
に
そ

う
で
な
け
れ
ば
聲
聞
等
の
者
達
は
、
き
っ
と
一
緒
に
そ
ろ
っ
て
（
清

淨
な
る
佛
国
土
を
）
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
道
理
が
あ

る
。
こ
の
国
土
は
受
用
土
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
經
を
説
く
佛
は
受
用

身
で
あ
る
。」
の
部
分
を
用
い
て
、『
佛
地
經
論
』
で
さ
え
受
用
身
の

立
場
で
説
い
て
い
る
時
は
、
聲
聞
で
さ
え
地
上
の
菩
薩
と
同
じ
清
浄

な
仏
国
土
を
見
せ
し
め
る
と
説
か
れ
る
と
す
る
。
ま
し
て
や
、『
觀

無
量
壽
經
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
如
来
は
言
葉
で
言
い
表
わ
し
た
り
、

心
で
お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
修
行
中
に
立
て
ら
れ
た
仏
の

誓
願
の
力
に
よ
っ
て
ま
た
往
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か

ら
、
結
果
は
『
佛
地
經
論
』
以
上
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
ま
さ
に
、
問
答
の
相
手
の
主
要
な
論
疏
を
用
い
て
そ
の
中

に
説
か
れ
る
内
容
を
も
っ
て
、
自
分
の
論
を
証
明
す
る
方
法
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
相
手
を
抑
え
て
自
分
を
揚
げ
る
方
法
で
あ

る
。
巧
妙
な
懷
感
の
証
明
方
法
を
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
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仏
教
徒
に
と
っ
て
の
科
学
の
意
味
―
流
動
的
思
考
の
な
か
で
―

石　

田　

一　

裕

一
、
は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
昨
年
の
『
仏
教
論
叢
』
に
お
い
て
「
仏
教
と
科
学
―
そ

の
意
義
と
研
究
方
法
―
」
と
い
う
論
文
を
寄
稿
し
た
。
そ
こ
で
は
仏

教
と
科
学
の
関
係
を
論
じ
る
意
義
や
そ
の
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
た

が
、
本
稿
で
は
そ
の
批
判
―
特
に
方
法
論
に
つ
い
て
の
―
を
通
し
て
、

仏
教
徒
に
と
っ
て
の
科
学
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
方
法
論
に
つ
い
て
の
反
省

　

筆
者
は
、
昨
年
の
論
文
で
仏
教
と
科
学
を
考
え
る
手
段
に
つ
い
て
、

仏
教
と
科
学
と
が
持
つ
世
界
観
を
習
得
し
よ
う
と
試
み
る
人
が
「
自

ら
の
内
に
い
か
な
る
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
か
を
し
っ
か
り

と
見
据
え
る
こ
と
」
と
述
べ
た
。
こ
の
提
言
に
つ
い
て
は
、
今
も
仏

教
と
科
学
と
の
関
係
を
、
仏
教
徒
が
、
考
え
る
に
あ
た
っ
て
最
も
有

用
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、
ま
た
こ
れ
以
外
の
方
法
で
仏

教
と
科
学
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
仏
教
徒
が
自
身
の
信
仰
と

の
問
題
に
お
い
て
両
者
の
関
係
を
問
う
場
合
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
意

味
が
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
提
示
し
つ
つ
も
昨
年
の
筆

者
に
は
、「
仏
教
と
科
学
」
を
、「「
仏
教
」
と
「
科
学
」」
と
し
て
認

識
し
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
反
省
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
仏

教
と
科
学
に
つ
い
て
「
異
な
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
世
界
観
」
と
述

べ
、
そ
れ
が
「
一
人
の
人
間
の
中
に
共
存
す
る
」
こ
と
の
意
味
を
問

う
べ
き
だ
と
主
張
し
た
が
、
こ
れ
に
は
訂
正
の
余
地
が
あ
る
。

　

訂
正
す
べ
き
点
は
、
昨
年
の
筆
者
が
、
仏
教
と
科
学
は
異
な
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
仏

教
と
科
学
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
一
人
の

人
間
の
う
ち
に
存
在
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
の
思
考
の
場
に
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お
い
て
は
、
時
に
大
き
く
重
な
り
、
互
い
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
こ

と
が
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
立
す
る
概
念
と
思
わ
れ
る

善
と
悪
や
、
恋
慕
と
憎
悪
が
、
時
に
一
人
の
人
間
の
な
か
で
激
し
く

対
立
し
つ
つ
も
、
相
俟
っ
て
複
雑
な
心
境
を
つ
く
る
こ
と
と
似
て
い

る
。

　

と
も
か
く
、
科
学
と
仏
教
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想

が
一
度
で
も
人
の
思
考
に
定
着
し
た
な
ら
ば
、
時
に
は
相
反
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
に
は
非
常
に
境
界
が
曖
昧
な
関
係

を
も
つ
こ
と
も
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
考
え
る
二
つ
の
方
法

　

我
々
は
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
、
ま
た
我
々
の
う
ち
に
構
築
さ
れ

る
そ
の
よ
う
な
関
係
が
我
々
自
身
に
与
え
る
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
た
め
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ

る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
研
究
の
イ
メ
ー
ジ
図

と
と
も
に
提
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
で
仏
教
と
科
学

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
て
行
く
こ
と
と
す
る
。

①
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
の
関
係
に
つ
い
て

　

ま
ず
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
の
関
係
を
考
察
す
る
方
法
の
あ
り
用

を
提
示
し
た
い
。

図
①
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筆
者
は
、
先
に
「
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
、
ま
た
我
々
の
う
ち
に

構
築
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
関
係
が
我
々
自
身
に
与
え
る
意
味
を
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
問
い
か

け
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
「
仏
教
と
科
学
の
関
係
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と

い
う
こ
と
と
、
次
に
そ
の
よ
う
な
関
係
が
我
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者

が
重
要
な
こ
と
を
述
べ
た
い
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
前
者
の
研
究

を
捨
て
お
く
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
筆
者
が
後
者
の
視
点
を
重
視
す

る
の
は
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
、
仏
教
徒
で
あ
る
筆
者
が
自
身
の

信
仰
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
る
場
面
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
、

両
者
の
客
観
的
な
関
係
で
は
な
く
、
自
身
を
内
省
し
た
時
に
存
在
す

る
両
者
の
主
観
的
関
係
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
思
考

に
与
え
て
い
る
影
響
を
知
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
仏
教
と
科
学
の

関
係
が
自
ら
に
与
え
る
影
響
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
図
①
の

説
明
を
試
み
よ
う
。

　

一
般
に
、
研
究
者
が
何
か
二
つ
の
も
の
ご
と
の
間
に
生
じ
る
関
係

を
考
え
る
場
合
に
は
、
研
究
者
自
身
は
、
二
つ
の
も
の
ご
と
と
、
そ

の
間
に
生
じ
る
関
係
を
、
外
か
ら
見
渡
せ
る
状
況
に
い
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
状
況
を
確
保
し
た
研
究
者
は
、
二
つ
の
も
の
ご
と
を
客
観

的
に
考
察
し
、
さ
ら
に
両
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
研
究
者
が
確
保
し
た
状
況
は
、
他
の
研
究
者
に
も
確
保

し
う
る
状
況
で
あ
り
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
二
つ
の
も
の
ご
と
の
間

の
関
係
を
見
渡
せ
ば
、
誰
で
あ
っ
て
も
同
じ
結
論
を
導
く
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
自
然
科
学
の
基
本
的
な
理
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と

す
る
多
く
の
人
文
・
社
会
科
学
に
共
通
す
る
一
つ
の
研
究
の
形
式
で

あ
る
。
自
然
科
学
は
実
験
を
行
う
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み

出
し
、
様
々
な
自
然
が
有
す
る
客
観
的
な
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。
人
文
・
社
会
科
学
で
は
対
象
を
設
定
す
る
際
に
、
自
然

科
学
よ
り
も
幾
分
研
究
者
の
主
観
が
入
る
と
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的

な
研
究
の
理
念
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
こ
の
よ
う
な
理
念
の
下
で
解
明
し

よ
う
と
試
み
れ
ば
、
図
①
で
示
し
た
よ
う
な
構
造
と
な
る
。
こ
の
図

①
は
仏
教
と
科
学
が
対
置
さ
れ
、
両
者
の
間
に
は
何
か
し
ら
の
関
係

が
生
じ
て
お
り
、
研
究
者
は
両
者
を
研
究
の
対
象
と
し
て
認
識
し
て
、

そ
の
関
係
を
考
察
す
る
。

　

ま
た
図
①
で
研
究
者
に
よ
っ
て
対
置
さ
れ
た
「
仏
教
」
と
「
科

学
」
は
、
研
究
者
自
身
が
規
定
す
る
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
で
あ
り
、
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そ
の
内
容
は
研
究
者
が
変
わ
れ
ば
、
と
も
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
注
意
深
く
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
対
置
さ
れ
る
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
は
し

っ
か
り
と
そ
の
枠
組
み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
研
究
者

が
そ
れ
に
注
意
し
て
、
的
確
に
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
を
対
置
す
れ

ば
、
両
者
の
比
較
を
通
じ
て
何
ら
か
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
可
能

と
な
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
佐
々
木
閑
氏
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
「
両
者
を
並
べ
て
み
る
場
合
の
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
を
し

っ
か
り
見
極
め
る
こ
と１

」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
と
科
学
の

関
係
が
よ
り
客
観
的
な
姿
で
、
我
々
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ス
ケ
ー
ル
を
見
誤
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は

「
科
学
を
汚
染
し
仏
教
を
冒
瀆
す
る
怪
し
い
神
秘
論
に
な
っ
て
し
ま

う２

」
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
考

察
す
る
た
め
に
両
者
を
対
置
す
る
と
き
に
は
、
細
心
の
注
意
を
払
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
綿
密
な
研
究
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
仏

教
と
科
学
の
関
係
は
、
両
者
の
共
通
点
や
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
研
究
者
は
仏
教
や
科
学
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
で

あ
ろ
う
。

②
「
仏
教
と
科
学
の
関
係
」
に
つ
い
て

　

次
に
、
①
と
は
異
な
る
方
法
論
を
提
示
し
よ
う
。

図
②
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図
②
が
示
す
の
は
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
研
究
し
よ
う
と
す
る

研
究
者
の
思
考
で
あ
る
。
図
①
が
客
観
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
図
②
は
主
観
的
な
研
究
方
法
で
あ
る
。
こ
の
研
究
方
法
に
は

両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
研
究
者
は
登
場
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
研
究

者
の
思
考
を
場
と
し
て
、
仏
教
と
科
学
が
相
互
に
影
響
を
与
え
る
関

係
を
築
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
に
あ
る
仏
教
と
科
学
は
、
あ
く

ま
で
も
研
究
者
に
と
っ
て
の
仏
教
と
科
学
で
あ
り
、
両
者
は
互
い
に

影
響
を
及
ぼ
し
合
い
、
そ
の
枠
組
み
を
明
確
に
で
き
な
い
も
の
―
さ

ら
に
い
え
ば
研
究
者
自
身
の
思
考
の
外
縁
も
し
っ
か
り
と
定
ま
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
―
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
思
考
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
と

科
学
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
で
我
々
に
生
じ
る
影
響
で
あ
り
、
仏

教
徒
に
と
っ
て
の
両
者
の
関
係
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観

的
思
考
に
お
け
る
仏
教
と
科
学
の
関
係
は
、
上
述
し
た
客
観
的
に
考

え
る
方
法
と
比
べ
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
科
学
を
汚
し
、
仏
教
を
冒

瀆
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
方

法
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
仏
教
と
科
学
の
関
係
が
あ
る

と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
を
次
に
述
べ
よ
う
。

四
、「
仏
教
と
科
学
の
関
係
」
の
意
味

　

こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
「
仏
教
」
と
「
科
学
」
と
い
う
表
記
と
「
仏

教
と
科
学
」
と
い
う
表
記
を
用
い
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
筆
者

の
意
図
も
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
表

記
は
上
に
示
し
た
二
つ
の
図
を
モ
デ
ル
と
す
る
研
究
方
法
と
対
応
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

仏
教
と
科
学
を
明
確
に
区
分
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
我
々
は

「
仏
教
」
と
「
科
学
」
を
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
比
較
考
察
し
、

そ
の
関
係
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々

の
思
考
の
中
に
渦
巻
く
「
仏
教
と
科
学
」
の
境
界
が
、
曖
昧
模
糊
と

し
て
不
分
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
を
そ
の
渦
の
中
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
曖
昧
な
ま
ま
に
主
観
的
な
内
省
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
こ
そ
が
仏
教
徒

が
科
学
の
意
味
を
考
え
る
時
に
、
し
か
も
自
分
自
身
の
信
仰
と
の
問

題
に
お
い
て
そ
れ
を
な
す
時
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
多
く
の
仏
教
徒
―
筆
者
は
特
に
僧
侶
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
が
―
は
、
多
く
の
場
合
、
自
身
の
思
考
を
宗
教
的
な
部
分

と
、
科
学
的
な
部
分
に
分
け
る
こ
と
な
く
、
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
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か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
な
知
識
の
吸
収
が
、
決
し
て
宗
教

感
情
の
豊
か
さ
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆

者
自
身
の
生
活
で
こ
れ
を
例
え
る
な
ら
ば
、
科
学
関
係
の
本
を
読
ん

で
物
理
な
り
、
数
学
な
り
の
知
識
を
増
や
す
こ
と
は
、
決
し
て
仏
教

へ
の
信
仰
心
を
減
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
科
学
以

外
の
知
識
で
も
同
様
で
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と

い
っ
た
他
宗
教
の
知
識
で
さ
え
も
、
仏
教
へ
の
信
仰
心
を
減
ら
す
も

の
と
は
な
ら
な
い
と
筆
者
は
感
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
そ
の
よ
う
な
知
識
が
信
仰
と
全
く

4

4

無
関
係

な
も
の
だ
か
ら
、
何
の
影
響
も
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

む
し
ろ
筆
者
は
、
客
観
的
に
み
て
信
仰
と
無
関
係
な
知
識
が
、
主
観

的
な
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。

し
か
も
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
一
方
向
の
関
係
で
は
な
く
流
動
的
な

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
と
科
学
に
つ
い
て
い
え
ば
、
あ
る
人
の

思
考
の
場
に
お
い
て
仏
教
と
科
学
の
間
に
関
係
が
生
じ
る
と
、
そ
の

関
係
を
生
じ
さ
せ
た
仏
教
と
科
学
そ
の
も
の
を
改
変
さ
せ
つ
つ
、
思

考
の
場
そ
の
も
の
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
仏
教
徒
に
と
っ

て
の
「
仏
教
と
科
学
の
関
係
」
は
、
仏
教
も
科
学
も
そ
の
間
に
生
じ

る
関
係
も
、
常
に
再
構
成
さ
れ
、
そ
の
意
味
も
ま
た
展
開
し
て
い
く
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
我
々
自
身
が
そ
の
よ
う
な
展
開
を
傍
観
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
展
開
に
関
わ
り
、
能
動
的
に
仏
教
と
科
学
の
関
係
を

再
構
成
さ
せ
る
よ
う
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
現

代
的
な
意
義
を
問
う
こ
と
と
等
し
い
作
業
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え

る
。五

、
小
結

　

本
稿
は
、
仏
教
と
科
学
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
方
法
論
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
筆
者
は
、
客
観
的
な
方
法
で
は
な
く
、
主

観
的
な
方
法
で
そ
の
意
味
を
問
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
我
々
に

と
っ
て
の
仏
教
と
科
学
の
関
係
は
、
決
し
て
固
定
化
さ
れ
た
不
動
の

概
念
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
は
思
想
の
場
に
お
い
て
流
動
的
に
結
ば

れ
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
新
た
な
意
味
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
と
科
学
も
新
た
に
再
構
成
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

仏
教
徒
が
、
自
身
の
信
仰
と
の
関
り
に
お
い
て
仏
教
と
科
学
の
関

係
を
問
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
流
動
的
な
関
係
に

対
し
て
傍
観
者
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
信
仰
が
深
ま
る
よ
う
に

積
極
的
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
を
生
き
る
仏
教
徒
に
と
っ
て
、

生
き
る
指
針
と
な
る
よ
う
な
「
生
き
た
仏
教
」
を
獲
得
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
の
場
に
お
い
て
、
仏
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教
を
科
学
や
現
代
思
想
と
関
係
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
そ
の
た
め
に
は
、
仏
教
や
科
学
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
思
想
に
対

す
る
正
確
な
理
解
は
大
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
が
守

ら
れ
た
う
え
で
、
様
々
な
思
想
で
構
成
さ
れ
る
思
考
の
大
海
に
仏
教

思
想
を
注
ぎ
込
め
ば
、
我
々
は
よ
り
豊
か
な
恵
み
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

１　

佐
々
木
閑
『
犀
の
角
た
ち
』（
大
蔵
出
版
、
２
０
０
６
）
三
頁

２　

同
上
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１　

発
表
趣
旨

　

本
発
表
は
、
修
士
論
文
の
プ
レ
調
査
の
調
査
報
告
を
発
表
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

本
年
は
東
日
本
大
震
災
を
始
め
と
す
る
、
新
潟
・
福
島
県
大
雨
被

害
、
台
風
12
号
被
害
と
大
規
模
な
災
害
が
起
こ
っ
て
い
る
。
特
に
東

日
本
大
震
災
で
は
、
宗
教
や
教
団
、
宗
教
者
へ
の
期
待
と
そ
の
活
動

が
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

災
害
と
宗
教
に
関
し
て
は
、
大
阪
国
際
大
学
教
授
三
木
英
氏
の

「
災
害
と
救
い*1

」
に
お
い
て
、
災
害
や
事
故
な
ど
の
突
然
の
理
不
尽

な
死
に
つ
い
て
宗
教
が
ど
う
対
応
し
、
救
い
を
与
え
ら
れ
る
の
か
否

か
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
も
東
日
本

大
震
災
と
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
宗
教
教
団
、
宗
教
者
、
宗
教
学

に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
先
の
日
本
宗
教
学
会*2

に
お
い
て
も
、

「
東
日
本
大
震
災
と
宗
教
」
と
し
て
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
組
ま
れ

て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

１
―
１　

研
究
目
的

　

こ
の
よ
う
に
、
災
害
と
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
中
で
、
台
風
災
害
を
取
り
上
げ
る
。
日
本
に
お
い
て
台
風
災

害
は
、
地
震
と
同
様
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
頻
度
の
高
い
災
害
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
過
去
の
台
風
災
害
に
対
し
て
宗
教
、
宗
教
者
が
ど

の
様
に
対
応
を
し
た
の
か
検
証
、
再
評
価
し
、
宗
教
学
的
視
点
を
通

じ
て
考
察
、
研
究
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
被
災
者
の
精
神
的
な
変
化

を
調
査
し
、
こ
れ
か
ら
の
台
風
災
害
へ
ど
の
様
に
対
応
し
て
い
く
の

災
害
と
宗
教

─
狩
野
川
台
風
を
事
例
に
①
─

魚　

尾　

和　

瑛
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か
を
考
察
す
る
。

　

前
述
三
木
氏
ら
の
災
害
と
宗
教
に
関
す
る
研
究
は
、
阪
神
大
震
災

を
中
心*3

と
し
て
お
り
、
台
風
災
害
に
つ
い
て
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
台
風
12
号
が
激
甚
災
害
に
指
定**

さ
れ
る
な
ど
と
、
日
本
に
お

い
て
台
風
災
害
は
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
災
害
で
あ
り
、
ま
た
頻

度
の
高
い
災
害
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、

　

①
地
震
よ
り
も
台
風
災
害
の
方
が
頻
繁
に
お
き
て
お
り
、
日
本
人

の
精
神
性
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

②
特
に
災
害
に
よ
っ
て
生
命
や
財
産
が
失
わ
れ
た
場
合
な
ど
の
影

響
は
、
他
界
観
や
自
然
観
な
ど
人
間
の
精
神
性
の
根
幹
に
ま
で
及
ぶ
。

　

③
台
風
の
被
災
者
の
他
界
観
や
自
然
観
な
ど
の
変
化
変
遷
を
た
ど

る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
経
験
の
も
た
ら
す
精
神
性
と
そ
れ
に
呼
応
し
、

宗
教
が
台
風
災
害
と
被
災
者
の
精
神
性
に
ど
の
よ
う
に
対
応
で
き
る

の
か
を
考
察
で
き
る
。

　

以
上
三
点
を
中
心
と
し
て
研
究
を
す
す
め
て
い
く
。

　

１
―
２　

な
ぜ
狩
野
川
台
風
な
の
か

　

①
戦
後
に
お
け
る
台
風
の
中
で
歴
代
五
位
の
最
低
気
圧
で
あ
り
、

東
京
で
の
雨
量
が
３
９
２
・
５
㎜
と
気
象
庁
開
設
以
来
の
最
多
日
雨

量
を
記
録
し
、
山
の
手
水
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
東

京
都
で
は
初
め
て
災
害
救
助
法
が
適
応
さ
れ
、
こ
の
被
害
か
ら
宅
地

造
成
等
規
制
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
都
心
に
お
け
る
防
災

の
転
機
で
あ
り
、
戦
後
の
台
風
災
害
対
策
の
根
幹
と
な
っ
た
台
風
で

あ
る
。

　

②
台
風
か
ら
50
年
を
機
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム**

が
行
わ
れ
、
被
災
者
の

語
り
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
。

２　

狩
野
川
台
風
の
概
要
と
宗
教
者

　

２
―
１　

狩
野
川
台
風
の
概
要

　

狩
野
川
台
風
は
昭
和
33
年
９
月
26
日
か
ら
27
日
に
か
け
て
伊
豆
半

島
か
ら
関
東
に
か
け
て
通
過
・
上
陸
し
た
台
風
で
あ
る
。
特
に
伊
豆

半
島
を
流
れ
る
狩
野
川
が
増
水
、
決
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
田
方
郡

修
善
寺
町
（
現
伊
豆
市
）
な
ど
を
濁
流
が
襲
い
、
そ
れ
ら
の
中
で
も

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
熊
坂
集
落
で
は
２
８
９
名
が
、
西
伊
豆
か
ら

中
伊
豆
に
か
け
て
約
８
５
６
名
が
命
を
落
と
し
、
全
壊
流
出
な
ど
併

せ
て
約
６
５
０
戸
が
被
害
に
あ
っ
た**

。
ま
た
、
山
崩
れ
が
４
０
０
０

か
ら
５
０
０
０
カ
所
発
生
し
、
そ
の
土
砂
が
土
石
流
と
な
り
、
狩
野

川
を
増
水
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
山
が
半
分
に
割
れ
る
よ
う
な
鉄
砲

水
も
起
き
た
。



─ 233 ─

　

狩
野
川
の
他
に
も
、
神
奈
川
・
鶴
見
川
や
利
根
川
、
荒
川
な
ど
と

各
支
流
が
氾
濫
し
、
ま
た
当
時
宅
地
造
成
な
ど
に
よ
っ
て
田
畑
が
埋

め
立
て
ら
れ
、
山
の
開
発
な
ど
か
ら
保
水
力
が
弱
ま
り
、
土
砂
崩
れ

な
ど
も
多
発
し
た
。
東
京
で
は
約
30
名
が
、
神
奈
川
で
は
約
93
名
が

犠
牲**

と
な
っ
た
。
ま
た
、
埼
玉
県
川
口
市
で
は
市
の
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
２
９
０
０
０
戸
が
浸
水
の
被
害
を
受
け
た
。

　

２
―
２　

被
災
地
の
宗
教
者

　

被
害
の
甚
大
で
あ
っ
た
熊
坂
の
集
落
に
、
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
薬

王
寺
が
あ
り
、
当
時
の
住
職
（
現
在
は
他
の
寺
院
の
住
職
を
さ
れ
て

い
る
）
か
ら
狩
野
川
台
風
当
時
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
熊
坂
集
落
に
は
、
他
宗
派
の
寺
院
が
あ
り
、

そ
こ
へ
も
調
査
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
自
坊
の
先
代
住
職
も
狩
野
川
台
風
に
際
し
、
自
衛
隊
と
共

に
現
地
入
り
を
し
て
お
り
、
地
域
の
仏
教
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
僧
侶

が
荼
毘
に
立
ち
会
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
や
資
料
な
ど
か
ら
事
実
確
認
を
し
た
い
。

３　

調
査
報
告

　

調
査
対
象
者
：
薬
王
寺
元
住
職
、
現
大
行
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　

藤
尾
啓
心
師

�

（
住
職
御
高
齢
の
為
、
奥
様
と
長
男
が
同
席
し
た
）

　

調
査
方
法
：
半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

　

藤
尾
師
は
、
狩
野
川
台
風
当
時
30
歳
で
、
町
立
小
学
校
の
教
員
を

し
て
い
た
。
ま
た
、
奥
様
が
農
家
の
子
供
た
ち
な
ど
を
預
か
る
託
児

所
（
当
時
は
保
育
園
と
し
て
機
能
し
て
い
た
）
を
開
設
し
て
お
り
、

被
災
し
た
子
供
達
に
つ
い
て
も
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

３
―
１　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
聞
い
た
内
容

　

半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
式
を
取
っ
た
の
で
、
質
問
項
目
は

３
点
に
絞
り
、
他
は
自
由
に
お
話
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

①
遺
体
の
埋
葬
に
際
し
て
、
何
ら
か
の
宗
教
行
為
（
読
経
な
ど
）

を
行
っ
た
か
。

　

②
僧
侶
と
し
て
特
別
何
か
行
っ
た
か
（
読
経
な
ど
の
儀
式
以
外

で
）。

　

③
東
日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
何
か
狩
野
川
台
風
に
つ
い
て
思
い

出
し
た
り
、
感
じ
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
。

　

３
―
２　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を

示
し
、
詳
細
を
記
し
て
い
く
。
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①
遺
体
の
身
元
確
認
に
僧
侶
が
同
席
し
た
こ
と
。

　

熊
坂
集
落
に
は
寺
院
が
薬
王
寺
を
含
め
２
ヶ
寺
の
み
で
あ
っ
た
こ

と
や
、
藤
尾
師
が
教
員
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
集
落
の
人
の
ほ
と

ん
ど
の
顔
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
為
、
身
元
確
認
で
は
中
心
的
存
在

と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
。
家
族
ご
と
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
確
認
を
す

る
家
族
が
い
な
い
遺
体
も
多
数
あ
り
、
集
落
の
歯
科
医
と
僧
侶
が
確

認
す
る
以
外
に
は
、
確
認
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
奥
様
も

託
児
所
を
し
て
い
た
の
で
、
子
供
の
遺
体
の
確
認
に
立
ち
会
う
こ
と

も
あ
り
、
寺
院
自
体
が
身
元
確
認
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

②
遺
体
の
荼
毘
に
際
し
て
、
役
場
の
人
か
ら
依
頼
さ
れ
て
読
経
を

し
て
い
た
こ
と
。

　

身
元
確
認
が
で
き
た
遺
体
は
、
河
原
で
野
焼
き
を
し
て
い
っ
た
。

遺
体
が
多
く
見
つ
か
っ
た
初
期
は
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
が
確

認
さ
れ
る
と
、
役
場
の
人
に
お
願
い
さ
れ
荼
毘
の
前
に
読
経
を
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
日
に
遺
体
が
１
～
10
程
度
見
つ
か
っ
た
時
は
、
夕

方
に
ま
と
め
て
読
経
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
荼
毘
前
の
読

経
は
す
べ
て
役
場
の
人
に
依
頼
を
さ
れ
て
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

遺
族
に
も
依
頼
を
さ
れ
て
い
た
が
、
役
場
や
仮
火
葬
場
の
人
達
に
も

依
頼
さ
れ
て
い
た
。

③
遺
骨
を
一
時
的
に
寺
院
に
保
管
を
し
て
い
た
こ
と
。

　

荼
毘
が
終
わ
り
収
骨
し
終
え
た
ら
、
そ
の
骨
壺
を
寺
院
に
保
管
を

し
て
い
た
。
こ
れ
も
役
場
か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

骨
壺
の
数
が
多
く
な
る
に
つ
れ
て
役
場
や
流
出
を
逃
れ
た
体
育
館
な

ど
に
置
く
場
所
を
移
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
お
寺
の
御
檀
家

で
あ
る
家
は
そ
の
ま
ま
お
寺
に
置
い
て
い
た
。
ま
た
、
体
育
館
な
ど

が
使
用
で
き
ず
寺
院
を
そ
の
ま
ま
骨
壺
の
保
管
場
所
と
し
た
所
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
薬
王
寺
で
は
、
須
弥
壇
に
は
じ
か
ら
置
い
て
い

っ
た
が
、
最
初
の
２
，
３
日
で
置
く
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

④
合
同
慰
霊
祭
が
修
禅
寺
を
導
師
と
し
て
、
近
隣
寺
院
や
神
社
の

神
職
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　

合
同
慰
霊
祭
で
は
、
地
区
で
一
番
大
き
い
修
禅
寺
が
導
師
を
勤
め
、

式
衆
と
し
て
近
隣
の
寺
院
が
宗
派
を
越
え
集
ま
り
、
ま
た
神
職
も
参
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加
し
て
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
た
。

⑤
地
域
の
一
員
と
し
て
出
来
る
こ
と
が
何
か
を
考
え
行
動
し
て
い

た
。

　

藤
尾
師
は
、
僧
侶
と
し
て
何
が
出
来
る
か
も
考
え
た
が
、
熊
坂
に

住
む
一
人
と
し
て
何
が
出
来
る
か
を
考
え
、
出
来
る
こ
と
は
僧
侶
と

し
て
遺
体
の
身
元
を
確
認
し
、
読
経
す
る
こ
と
、
供
養
す
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
に
行
動
を
し
た
。
僧
侶
で
あ
る
か
ら
で
は

な
く
、
地
域
住
民
の
一
人
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
た
結
果
で

あ
っ
た
。

⑥
身
元
が
確
認
で
き
た
遺
体
か
ら
そ
の
場
で
火
葬
を
し
た
。
し
か

し
、
野
焼
き
に
近
い
状
態
だ
っ
た
の
で
遺
骨
が
混
ざ
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
身
元
が
確
認
で
き
な
く
と
も
遺
体
の
状

態
や
衛
生
面
か
ら
記
録
を
取
っ
て
火
葬
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ

た
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
遺
体
を
仮
埋
葬
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
は
重
機
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
簡
単
に
穴
を

掘
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
為
、
日
を
追
う
ご
と
に
遺
体
の
状
態
や

公
衆
衛
生
的
に
お
い
て
も
火
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

場
合
は
、
遺
体
の
写
真
と
特
徴
を
記
録
に
残
し
て
、
火
葬
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
い
う
事
情
も
あ
り
、
遺
体
も
遺
骨
も
引
き
取
る
際
に
揉

め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
火
葬
の
際
に
遺
骨
が
混
ざ
っ
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
、
収
骨
も
満
足
な
状
態
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

⑦
藤
尾
師
や
寺
族
の
方
々
は
、
お
寺
が
水
に
浸
か
る
ま
で
川
の
増

水
に
気
づ
か
な
か
っ
た
が
、
床
板
が
浮
い
て
き
た
為
、
本
堂
の
須

弥
壇
の
上
に
家
族
と
託
児
所
の
保
母
と
逃
れ
て
助
か
っ
た
。

　

台
風
当
日
、
藤
尾
師
は
学
校
へ
出
勤
を
し
て
お
り
、
帰
宅
時
に
は

す
で
に
胸
の
あ
た
り
ま
で
水
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
帰
宅
時
に
は
台
風

に
備
え
て
雨
戸
や
戸
を
釘
止
め
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
外
の

様
子
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
狩
野
川
台
風
の
前
に
伊
豆
半

島
を
襲
っ
た
台
風
21
号
の
際
に
風
で
戸
が
飛
ば
さ
れ
た
被
害
を
う
け

た
の
で
、
御
檀
家
に
よ
っ
て
台
風
の
備
え
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
夜
半
に
床
板
が
浮
い
て
き
、
山
内
を
通
っ
て
高
台
に
な
っ

て
い
る
裏
山
へ
と
消
防
団
が
避
難
を
し
た
の
と
同
時
に
水
か
さ
が
増

し
た
の
で
、
寺
族
や
保
母
と
共
に
本
堂
の
須
弥
壇
に
乗
っ
て
一
夜
を
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過
ご
し
た
。

⑧
東
日
本
大
震
災
の
報
道
な
ど
を
見
て
い
て
も
、
特
に
当
時
を
思

い
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
被
災
す
る
大
変
さ
は
判
る
の
で
大

変
な
こ
と
が
起
き
た
と
思
っ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
津
波
に
よ
っ
て
家
な
ど
が
流
さ
れ
る
映
像
が

テ
レ
ビ
で
生
中
継
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
水

害
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
は
台
風
災
害
、
特
に
河
川
の
増
水

に
よ
り
濁
流
が
集
落
へ
と
流
れ
込
ん
だ
こ
と
と
同
じ
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ

さ
れ
る
か
と
思
っ
た
が
、
特
に
当
時
を
思
い
出
す
こ
と
は
な
い
よ
う

だ
。
し
か
し
、
被
災
し
て
不
自
由
の
多
い
生
活
は
共
感
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
大
変
さ
を
理
解
で
き
る
の
で
大
変
な
こ
と
が
起
き
て
い
る

と
思
っ
て
、
報
道
を
見
て
い
た
。

４　

今
後
の
展
望

　

以
上
の
プ
レ
調
査
を
行
い
、
前
述
の
８
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
新
聞
や
行
政
資
料
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

り
、
一
定
の
結
果
が
あ
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

４
―
１　

今
後
の
課
題

　

今
後
の
課
題
を
列
挙
し
て
い
く
。

　

①
今
回
は
歴
史
的
な
事
実
を
中
心
と
し
た
聞
き
取
り
で
あ
り
、
今

後
は
藤
尾
師
の
内
的
な
葛
藤
や
行
動
の
振
り
返
り
に
も
注
目
し
て
い

く
。

　

②
御
檀
家
へ
も
聞
き
取
り
を
行
い
、
宗
教
者
・
非
宗
教
者
の
行
動

や
精
神
性
な
ど
の
比
較
を
行
う
。

　

③
熊
坂
集
落
以
外
の
被
害
地
域
に
も
浄
土
宗
寺
院
を
は
じ
め
と
す

る
伝
統
仏
教
の
寺
院
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
寺
院
に
も
聞
き
取
り

を
行
う
。

　

④
ま
た
伝
統
仏
教
以
外
に
も
宗
教
施
設**

は
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の

教
団
に
も
聞
き
取
り
を
行
う
。

　

⑤
地
域
の
民
俗
・
慣
習
に
も
目
配
り
し
つ
つ
、
台
風
災
害
が
も
た

ら
す
日
本
人
の
精
神
性
へ
の
影
響
を
検
討
す
る
。

　

４
―
２　

調
査
以
外
に

　

調
査
の
後
、
藤
尾
師
か
ら
『
狩
野
川
台
風
誌
付
昭
和
三
十
六
年
集

中
豪
雨
』
田
方
郡
教
育
研
究
会
編
を
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は

藤
尾
師
も
編
集
、
資
料
収
集
か
ら
出
版
ま
で
委
員
を
務
め
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
狩
野
川
台
風
か
ら
10
年
の
後
に
台
風
災
害
の
全
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容
と
被
災
し
た
小
学
校
な
ど
の
生
徒
の
作
文
や
詩
な
ど
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
狩
野
川
台
風
当
時
の
手
記
や
体
験
な

ど
を
記
し
て
あ
る
書
物
な
ど
を
教
え
て
頂
い
た
。

　

被
災
し
た
人
た
ち
の
手
記
な
ど
を
研
究
対
象
に
す
る
の
は
、
あ
ま

り
気
が
す
す
む
も
の
で
は
な
い
が
、
被
災
し
た
人
た
ち
の
経
験
を
後

世
に
伝
え
、
こ
れ
か
ら
も
起
き
る
で
あ
ろ
う
災
害
に
被
災
者
の
一
助

に
な
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
、
手
記
な
ど
か
ら
無
意
識
下
の
宗
教
性
や

被
災
体
験
に
よ
る
宗
教
性
の
獲
得
な
ど
を
分
析
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
る**

。
５　

ま
と
め

　

以
上
、
プ
レ
調
査
の
調
査
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
静
岡
県

は
来
る
べ
き
東
海
地
震
に
向
け
て
、
防
災
意
識
を
県
民
が
高
く
持
ち
、

学
校
教
育
に
も
防
災
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
静
岡
教
区
で
も
年

に
２
回
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
防
災
用
伝
言
ダ
イ
ア
ル
を
使
用
し
、
防
災
訓
練

を
し
、
防
災
意
識
を
常
に
持
つ
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

災
害
は
何
時
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
必
ず
起
こ
り
う
る
。
し

か
し
、
過
去
の
災
害
か
ら
僧
侶
や
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
行
動
を
し
た

の
か
、
被
災
者
の
経
験
か
ら
ど
の
よ
う
に
手
を
差
し
伸
べ
て
い
け
る

か
を
研
究
し
て
い
く
こ
と
は
、
防
災
意
識
と
共
に
僧
侶
、
宗
教
者
の

一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

1*　
「
宗
教
と
社
会
」 （
13
）、
２
７
９
、
２
０
０
７
―0*
―0*
。

2*　

平
成
23
年
９
月
２
～
４
日　

関
西
学
院
大
学　

３
日
午
後　

第

一
部
会
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
。

3*　
『
復
興
と
宗
教　

震
災
後
の
人
と
社
会
を
癒
す
も
の
』
三
木
英

編　

東
方
出
版　

２
０
０
１
年
。

**　

２
０
１
１
年
９
月
９
日
平
野
防
災
担
当
大
臣
は
、
衆
議
院
災
害

対
策
特
別
委
員
会
で
、
台
風
12
号
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
、
被

害
額
が
確
定
し
た
段
階
で
、
復
旧
費
用
に
対
す
る
国
の
補
助
率

を
引
き
上
げ
る
「
激
甚
災
害
」
に
指
定
す
る
見
通
し
を
示
し
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ　

２
０
１
１
年
９
月
９
日
の
ニ
ュ
ー
ス
。

　
　

http://w
w

w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20110*0*/

t1001*****31000.htm
l 2010/0*/0* access

**　

①
「
～
狩
野
川
台
風
の
経
験
を
後
世
に
伝
え
る
～
」
狩
野
川
台

風
*0
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

主
催
：
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備

局
沼
津
河
川
国
道
事
務
所　

平
成
20
年
９
月
2*
日　

伊
豆
の
国

市
韮
山
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　

②
「
狩
野
川
台
風
か
ら
*0
年
～
防
災
教
育
へ
の
取
り
組
み
～
」　

主
催
：
国
土
交
通
省
京
浜
河
川
事
務
所
・
鶴
見
川
流
域
セ
ン
タ
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ー　

平
成
20
年
９
月
20
日　

鶴
見
川
流
域
セ
ン
タ
ー
。

**　

犠
牲
者
数
、
被
害
戸
数
は
『
狩
野
川
台
風
誌
付
昭
和
三
十
六
年

集
中
豪
雨
』
に
依
る
。

**　

朝
日
新
聞
１
９
５
８
／
0*
／
2*　

朝
刊
に
依
る
。

**　
『
狩
野
川
台
風
誌
』
に
依
る
と
天
理
教
と
キ
リ
ス
ト
教
団
体
が

支
援
の
為
に
現
地
入
り
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
事
実
な
ど
を
教
団
発
行
紙
な
ど
か
ら
確
認
し
た
い
。

**　

被
災
者
の
手
記
や
作
文
な
ど
か
ら
災
害
時
に
あ
ら
わ
れ
る
宗
教

性
、
特
に
他
界
観
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
三
浦
太
郎
氏
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
三
浦
氏
は
阪
神
大
震
災
の
遺
児
達
の
作
文
か
ら

分
析
を
し
て
い
る
。『
復
興
と
宗
教　

震
災
後
の
人
と
社
会
を

癒
す
も
の
』
三
木
英
編　

東
方
出
版　

２
０
０
１
年
。
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１
．
研
究
の
動
向
と
本
論
の
目
的

　

慰
霊
・
追
悼
研
究
は
主
に
靖
国
神
社
研
究
を
も
っ
て
盛
ん
に
行
わ

れ
て
き
た
。
政
治
的
、
社
会
的
に
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六

〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
靖
国
神
社
を
国
家
護
持
化

す
る
法
案
に
お
け
る
論
争１

、
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
中
曽
根
首
相
に

よ
る
公
式
参
拝
を
め
ぐ
る
論
争
や
Ａ
級
戦
犯
合
祀
の
問
題２

、
二
〇
〇

〇
年
代
の
小
泉
首
相
に
よ
る
公
式
参
拝
や
国
立
追
悼
施
設
建
設
を
め

ぐ
る
論
争３

に
お
け
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
盛
ん
に
研
究

が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
靖
国
神
社
研
究
は
「
賛
成
」、「
反
対
」
両
論

と
い
う
政
治
的
な
思
想
を
背
景
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

ま
た
、
そ
の
他
に
忠
魂
碑４

研
究
が
あ
る
。
こ
の
研
究
に
先
鞭
を
つ

け
た
籠
谷５

は
「
ム
ラ
や
マ
チ
の
靖
国
」
と
言
わ
れ
る
忠
魂
碑
や
忠
魂

塔
の
調
査
を
大
阪
府
や
奈
良
県
で
実
施
し
、
忠
魂
碑
の
建
立
が
日
露

戦
争
以
後
に
一
般
化
し
、
昭
和
初
期
か
ら
は
規
模
の
大
き
い
忠
魂
塔

が
建
設
さ
れ
始
め
る
な
ど
、
そ
の
歴
史
的
な
建
立
実
態
を
明
ら
か
に

し
た
。
ま
た
、
忠
魂
碑
は
単
に
戦
死
者
慰
霊
の
た
め
だ
け
の
碑
で
は

な
く
、
国
家
統
制
の
下
で
の
国
民
の
士
気
高
揚
の
た
め
に
建
立
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
大
原６

は
、「
忠
魂
碑
は
あ
く

ま
で
も
記
念
碑
で
あ
り
、
宗
教
施
設
で
は
な
い
」
と
し
て
、
実
証
的

な
デ
ー
タ
を
も
と
に
忠
魂
碑
の
も
つ
宗
教
性
の
判
定
を
行
う
こ
と
に

問
題
関
心
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
靖
国
神
社
研
究
や
忠
魂
碑
研
究
の
他
に
、
近
年
で
は

戦
後
五
〇
年
を
過
ぎ
歴
史
学
や
民
俗
学
や
宗
教
学
を
は
じ
め
様
々
な

視
点
か
ら
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
護
国
神
社
や
忠
魂
碑
の
一
般
的
傾
向
に
と
ど
ま
ら
ず
よ

小
集
団
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼

小　

林　

惇　

道
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り
地
域
的
な
視
点
か
ら
慰
霊
施
設
の
歴
史
的
実
態
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
も
の７

、
軍
人
の
死
者
の
扱
い
や
軍
都
の
慰
霊
空
間
を
検
討
す
る

も
の８

、
戦
死
者
と
い
う
表
象
を
め
ぐ
る
問
題
群
を
検
討
す
る
も
の９

、

戦
死
者
の
記
憶
の
問
題
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の10

、
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
広
島
や
長
崎
の
原
爆
慰
霊
の
研
究
は
散
見
さ
れ
る11

。

　

一
方
、
原
爆
と
と
も
に
民
間
人
の
大
量
殺
戮
で
あ
る
空
襲
の
慰
霊

に
関
す
る
研
究
で
は
、
東
京
空
襲
に
お
け
る
慰
霊
で
、
関
東
大
震
災

の
死
者
を
祀
る
と
と
も
に
東
京
空
襲
に
お
け
る
数
万
に
も
及
ぶ
身
元

不
明
の
死
者
を
祀
っ
た
東
京
都
慰
霊
堂12

の
性
格
に
関
す
る
研
究13

が
見

ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
他
に
は
、
空
襲
に
お
け
る
慰
霊
研
究
は
、
管
見

の
限
り
、
福
岡
空
襲
に
つ
い
て
の
研
究14

が
見
受
け
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
空
襲
慰
霊
に
注
目
し
、
特
に
東
京
空
襲
で
の

現
代
に
お
け
る
地
域
で
の
小
集
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
慰
霊
や
追
悼

に
注
目
す
る
。

　

現
代
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
の
担
い
手
で
あ
る
小
集
団
で
は
ど
の

よ
う
な
慰
霊
・
追
悼
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
本
論
で
は
、
東
京
空

襲
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
を
行
っ
て
い
る
三
つ
の
小
集
団
を
取
り
上

げ
、
現
代
に
お
け
る
小
集
団
の
慰
霊
・
追
悼
の
実
情
を
見
る
と
と
も

に
、
慰
霊
・
追
悼
に
働
い
て
い
る
諸
要
素
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　

な
ぜ
小
集
団
を
対
象
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
靖
国
神
社
や
忠
魂

碑
を
は
じ
め
、
従
来
主
流
を
占
め
て
い
た
慰
霊
・
追
悼
研
究
が
政
治

性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
た
め
、
慰
霊
・
追
悼
研
究
と
い
っ
た
場
合

に
は
、
国
家
の
関
与
と
い
っ
た
政
治
性
の
論
点
が
否
応
な
く
注
目
さ

れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
小
集
団
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
政
治
的

次
元
に
は
絡
み
取
ら
れ
な
い
草
の
根
、
民
衆
レ
ベ
ル
か
ら
の
現
代
に

お
け
る
戦
争
犠
牲
者
の
慰
霊
や
追
悼
の
実
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

２
．
対
象
と
す
る
小
集
団

　

ま
ず
第
一
の
小
集
団
と
し
て
、
八
百
霊
地
蔵
尊
供
養
（
以
下
、

「
八
百
霊
供
養
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
八
百
霊
供
養
は
、
昭
和
二
一

年
に
建
立
さ
れ
た
八
百
霊
地
蔵
尊
の
前
に
て
毎
年
東
京
大
空
襲11

の
あ

っ
た
三
月
一
〇
日
の
直
近
の
日
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
る
慰
霊
祭
で
あ

る
。
江
東
区
森
下
五
丁
目
（
当
時
の
高
橋
五
丁
目
）
で
は
、
町
会
内

だ
け
で
約
八
〇
〇
人
も
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
そ
の
御
霊
を
弔
う
た

め
に
町
会
有
志
に
よ
っ
て
八
百
霊
地
蔵
尊
は
建
立
さ
れ
、
昭
和
二
一

年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
毎
年
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
式
典

は
、
八
百
霊
地
蔵
尊
の
前
に
て
、
献
花
、
焼
香
、
お
経
の
読
経
、
紙

芝
居
が
行
わ
れ
る
。
地
蔵
尊
の
前
に
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
仏
教
色
の
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強
い
式
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
の
出
席
者
は
約
五
〇
名
、
ほ
と
ん
ど

が
戦
争
体
験
者
で
あ
る
。

　

二
つ
目
に
４
．13
根
津
山
小
さ
な
追
悼
会
（
以
下
、「
根
津
山
追
悼

会
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
根
津
山
追
悼
会
は
、
城
北
大
空
襲11

か
ら

被
災
五
〇
周
年
を
期
し
て
、
平
成
七
年
に
発
足
。
当
時
は
、
現
在
の

池
袋
駅
東
口
に
根
津
山
と
い
う
森
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
空

襲
で
亡
く
な
っ
た
沢
山
の
遺
体
が
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ば
れ
て
埋
葬
さ
れ

た
。
現
在
、
根
津
山
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
わ
ず
か
な
一
角
に
南

池
袋
公
園
が
あ
る
。
そ
の
南
池
袋
公
園
に
平
成
七
年
に
「
豊
島
区
空

襲
犠
牲
者
哀
悼
の
碑
」
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
前
で
毎
年
四
月
一
三
日

に
「
４
．13
根
津
山
小
さ
な
追
悼
会
」
は
開
か
れ
て
い
る
。
式
典
は
、

黙
祷
の
後
、
鎮
魂
の
言
葉
と
し
て
牧
師
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
で
の
お

祈
り
、
寺
院
の
婦
人
方
に
よ
る
仏
教
の
お
経
の
読
経
が
行
わ
れ
る
。

ま
た
、
戦
争
体
験
の
朗
読
を
通
し
て
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
伝
え
る
と

同
時
に
平
和
の
大
切
さ
を
考
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
出
席
者
は

約
一
二
〇
名
で
、
ほ
と
ん
ど
が
戦
争
体
験
者
で
あ
る
が
、
若
者
の
参

加
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

三
つ
目
に
、
尾
久
初
空
襲
を
忘
れ
な
い
コ
ン
サ
ー
ト
（
以
下
、

「
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
、

米
軍
機
に
よ
る
本
土
へ
の
初
空
襲11

を
受
け
た
荒
川
区
尾
久
の
住
民
に

よ
り
平
成
二
一
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
追
悼
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。
尾

久
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
平
成
一
二
年
よ
り
荒
川
区
の
市
民
団
体
に
よ
り

行
わ
れ
て
い
た
「
尾
久
空
襲
慰
霊
の
集
い
」
を
引
き
継
ぐ
形
で
始
ま

っ
た
。
式
典
は
、
戦
争
体
験
の
話
と
平
和
へ
の
主
張
、
吹
奏
楽
や
合

唱
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
式
典
で
は
、
黙
祷
や

献
花
を
含
め
、
宗
教
的
な
行
事
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。「
尾
久
空
襲

慰
霊
の
集
い
」
で
は
黙
祷
、
献
花
が
行
わ
れ
て
い
た
。
今
年
は
約
四

五
〇
名
が
参
加
し
た
。
出
席
者
は
幅
広
い
世
代
に
わ
た
り
、
小
学
生

の
参
加
も
見
受
け
ら
れ
た
。

３
．
分
析
枠
組
み
に
よ
る
検
討

　

本
章
で
は
、
上
記
の
三
つ
の
小
集
団
に
お
け
る
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
」「
伝
統
性
」「
宗
教
性
」
と
い
う
諸
要
素
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
第
一
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
集
団

に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
信
念
・
理
念
や
行
動
力
を
検
討
す
る
。

　

八
百
霊
供
養
は
、「
東
京
大
空
襲
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
し
た
。
私

の
家
族
、
隣
近
所
の
人
々
、
知
り
合
い
の
人
た
ち
多
く
の
人
が
亡
く

な
り
ま
し
た
。
町
会
内
で
も
八
〇
〇
人
も
の
方
が
亡
く
な
っ
た
ん
で

す
。
家
族
の
供
養
、
空
襲
で
亡
く
な
っ
た
人
の
供
養
の
た
め
に
毎
年
、

お
参
り
し
て
い
ま
す
。」（
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
Ａ
氏
）
と
い
う
証
言
の
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よ
う
に
、
身
内
で
亡
く
な
っ
た
方
を
慰
霊
し
た
い
と
の
思
い
が
強
い
。

ま
た
、
Ａ
氏
は
戦
後
直
後
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
慰
霊
祭
を
引
き
継
ぐ

形
で
活
動
し
て
い
る
。

　

根
津
山
追
悼
会
は
、「
小
さ
な
追
悼
会
の
設
立
は
平
成
六
年
に
発

行
さ
れ
た
地
域
誌
の
座
談
会
に
遡
り
ま
す
。
現
在
の
南
池
袋
公
園
に

は
、
昭
和
二
〇
年
四
月
の
空
襲
で
亡
く
な
っ
た
方
々
の
遺
骨
が
未
だ

に
存
在
し
て
お
り
、
仮
埋
葬
の
状
態
で
き
ち
ん
と
供
養
さ
れ
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
一
九
八
八
年
の
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
知
り
ま
し

た
。
二
、
三
人
の
参
加
者
で
も
い
い
で
す
か
ら
、
せ
め
て
そ
の
方
々

の
霊
を
慰
め
た
い
と
の
気
持
ち
か
ら
追
悼
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。」（
初
回
実
行
委
員
長
Ｂ
氏
）
と
い
う
証
言
の
よ
う
に
、

未
だ
に
仮
埋
葬
の
状
態
で
あ
る
人
々
を
せ
め
て
慰
霊
し
た
い
と
の
思

い
が
強
い
。
ま
た
、
発
足
に
あ
た
っ
て
Ｂ
氏
は
区
に
協
賛
し
て
も
ら

う
た
め
他
の
実
行
委
員
と
共
に
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
に
働
き
か
け
る

な
ど
幅
広
く
行
動
し
た
。
会
の
開
催
は
Ｂ
氏
と
そ
の
ほ
か
の
実
行
委

員
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
、「
米
軍
に
初
め
て
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
は
当

時
は
不
名
誉
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
地
域
の
タ
ブ
ー
の
よ
う

な
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
語
り
継
が
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
ん
で
す
。

生
き
残
り
は
私
を
含
め
て
わ
ず
か
し
か
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
語

り
継
ぐ
こ
と
で
空
襲
の
事
実
を
掘
り
起
こ
し
、
平
和
を
願
い
、
後
世

に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」（
実
行
委
員
長
Ｃ
氏
）
と
い
う

証
言
の
よ
う
に
、
実
際
に
空
襲
を
体
験
し
た
わ
ず
か
な
生
き
残
り
と

し
て
、
空
襲
の
事
実
を
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
思
い

が
非
常
に
強
い
。
ま
た
、
発
足
に
あ
た
っ
て
Ｃ
氏
は
地
元
町
会
を
強

力
に
指
導
し
、
区
や
教
育
委
員
会
、
地
元
諸
団
体
か
ら
の
協
力
を
引

き
出
し
て
い
る
。
会
の
開
催
は
Ｃ
氏
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

　

つ
ま
り
、
リ
ー
ダ
ー
の
信
念
・
理
念
と
し
て
、
八
百
霊
供
養
は
身

近
な
も
の
に
対
す
る
慰
霊
の
思
い
、
根
津
山
追
悼
会
は
仮
埋
葬
さ
れ

た
人
々
を
せ
め
て
慰
霊
し
た
い
と
の
思
い
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
わ

ず
か
な
生
き
残
り
と
し
て
空
襲
の
事
実
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
思
い
が
強
い
。
ま
た
、
リ
ー
ダ
ー
の
行
動
力
で
は
、
八

百
霊
供
養
が
引
き
継
ぐ
形
で
活
動
し
て
い
る
一
方
、
根
津
山
追
悼
会

は
集
団
で
発
足
に
あ
た
り
尽
力
し
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
発
足
に
あ

た
っ
て
リ
ー
ダ
ー
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
リ
ー
ダ
ー
の
信
念
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、

リ
ー
ダ
ー
個
人
の
行
動
力
か
ら
判
断
す
る
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
尾

久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
強
く
、
根
津
山
追
悼
会
が
そ
れ
に
続
き
、
八

百
霊
供
養
は
最
も
弱
い
と
い
え
る
。
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第
二
に
伝
統
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
式
典
の
儀
礼
、
運
営
の
面

か
ら
検
討
す
る
。

　

八
百
霊
供
養
で
は
、
式
典
は
伝
統
的
な
仏
教
儀
礼
が
行
わ
れ
て
お

り
、
会
の
体
制
は
Ａ
氏
個
人
の
力
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

根
津
山
追
悼
会
で
は
、
式
典
は
慰
霊
と
と
も
に
、
戦
争
体
験
の
朗

読
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
戦
争
時
代
の
追
体
験
的
要
素
が
強
く
、
会
の

体
制
は
、
Ｂ
氏
と
会
発
足
当
初
か
ら
の
戦
争
世
代
の
実
行
委
員
を
中

心
に
、
戦
後
生
ま
れ
の
実
行
委
員
が
混
在
し
、
有
志
に
よ
る
実
行
委

員
会
が
形
成
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
式
典
は
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
手
段
を
使
用

し
て
、
慰
霊
よ
り
平
和
教
育
の
色
彩
が
強
く
、
会
の
体
制
は
、
地
元

町
会
を
中
心
に
、
前
身
の
「
尾
久
空
襲
慰
霊
の
集
い
」
の
主
催
者
、

地
元
諸
団
体
の
参
加
を
得
て
、
実
行
委
員
会
が
形
成
さ
れ
運
営
さ
れ

て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
式
典
で
は
、
八
百
霊
供
養
が
仏
教
儀
礼
と
い
う
伝
統
的

な
儀
礼
が
行
わ
れ
、
根
津
山
追
悼
会
は
戦
争
体
験
の
朗
読
が
行
わ
れ
、

尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
新
た
な
手
段
を
用
い
て
い

る
。
ま
た
、
体
制
で
は
、
八
百
霊
供
養
は
個
人
に
頼
る
と
い
う
伝
統

的
な
体
制
と
な
っ
て
お
り
、
根
津
山
追
悼
会
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は

実
行
委
員
会
が
運
営
を
行
う
と
い
う
新
し
い
体
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
伝
統
性
は
、
伝
統
的
な
儀
礼
を
用
い
、
会
の

運
営
を
個
人
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
八
百
霊
供
養
が
最
も
強
く
、

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
新
た
な
手
段
を
用
い
て
、
会
の
運
営
は
実
行
委

員
会
が
行
う
と
い
う
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
弱
い
と
い
え
る
。

　

第
三
に
宗
教
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
儀
礼
や
慰
霊
・
追
悼

の
対
象
物
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
有
無
、
式
典
の
性
格
か
ら
宗
教
性
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　

八
百
霊
供
養
で
は
、
式
典
は
焼
香
、
お
経
の
読
経
と
仏
教
色
が
強

い
。
慰
霊
の
対
象
と
し
て
は
、
空
襲
犠
牲
者
名
簿
が
存
在
す
る
。
ま

た
、
地
蔵
尊
と
い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
存
在
し
、
慰
霊
の
側
面
が
強

い
。

　

根
津
山
追
悼
会
で
は
、
式
典
は
献
花
、
黙
祷
、
仏
教
に
よ
る
読
経
、

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
お
祈
り
と
超
宗
教
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
慰

霊
の
対
象
と
し
て
は
、
根
津
山
の
地
に
あ
る
遺
骨
が
存
在
す
る
。
ま

た
、
哀
悼
の
碑
と
い
う
銘
板
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
存
在
し
、
慰
霊
と

と
も
に
、
平
和
を
後
世
へ
伝
え
る
側
面
が
強
い
。

　

尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
式
典
は
黙
祷
を
含
め
宗
教
的
儀
式
は
一

切
行
わ
れ
て
い
な
い
。
特
定
の
慰
霊
の
対
象
物
は
な
く
、
特
定
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
慰
霊
よ
り
平
和
教
育
の
色
彩

が
強
い
。



─ 244 ─

　

つ
ま
り
、
八
百
霊
供
養
は
特
定
宗
教
に
よ
る
慰
霊
が
行
わ
れ
て
お

り
、
根
津
山
追
悼
会
は
超
宗
教
に
よ
る
慰
霊
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は

一
切
宗
教
行
事
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
八
百
霊
供
養
は
慰
霊

の
色
彩
が
強
く
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
最
も
慰
霊
の
色
彩
が
弱
い
。

さ
ら
に
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
八
百
霊
供
養
は
地
蔵
尊
と
い
う
宗
教

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
根
津
山
追
悼
会
は
世
俗
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

が
あ
り
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
存
在
し
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
宗
教
性
は
、
宗
教
儀
礼
が
あ
り
、
慰
霊
の
要

素
が
強
く
、
宗
教
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る
八
百
霊
供
養
が
最
も
強
く
、

超
宗
教
に
よ
る
慰
霊
、
世
俗
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る
根
津
山
追
悼

会
が
そ
れ
に
続
き
、
宗
教
儀
礼
が
な
く
、
慰
霊
の
要
素
が
薄
く
、
特

定
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
な
い
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
弱
い
と
い
え

る
。４

．
ま
と
め

　

以
上
三
つ
の
小
集
団
の
慰
霊
・
追
悼
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
そ

れ
ぞ
れ
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
伝
統
性
、
宗
教
性
の
強
弱
が
存
在
す
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
伝
統
性
、
宗
教
性
の
強

弱
が
慰
霊
・
追
悼
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
。
こ
れ

ら
諸
要
素
の
強
弱
に
注
目
す
る
と
、
慰
霊
祭
・
追
悼
会
の
規
模
と
関

連
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

慰
霊
祭
・
追
悼
会
の
規
模
は
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
大
き
く
、

根
津
山
追
悼
会
が
そ
れ
に
続
き
、
八
百
霊
供
養
が
最
も
小
さ
い
。
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
強
く
、
根
津
山
追
悼

会
が
そ
れ
に
続
き
、
八
百
霊
供
養
が
最
も
弱
い
。
規
模
と
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
と
の
関
連
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
強
い
方
が
、
規
模
が

大
き
い
状
態
で
あ
り
、
正
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、

伝
統
性
、
宗
教
性
に
つ
い
て
は
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
が
最
も
弱
く
、

根
津
山
追
悼
会
が
続
き
、
八
百
霊
供
養
が
最
も
強
い
。
規
模
と
の
関

連
で
は
、
伝
統
性
、
宗
教
性
が
強
く
な
る
に
従
っ
て
、
規
模
が
減
っ

て
お
り
、
負
の
関
係
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
、
伝
統
性
、
宗
教
性
の
強
弱
と
慰
霊
祭
・
追
悼
会
の
規
模

と
の
関
連
を
み
て
い
く
と
、
正
の
関
係
性
と
負
の
関
係
性
が
見
え
て

く
る
。

　

規
模
は
大
衆
性
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
が
強
く
、
伝
統
性
、
宗
教
性
が
弱
い
程
、
大
衆
性
が
増
す
傾
向

に
あ
る
と
い
え
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
信
念
・
理
念
や
力
量
が
あ
る
程
、

人
々
の
注
目
が
増
す
。
伝
統
性
は
、
あ
ま
り
伝
統
に
執
着
す
る
こ
と

な
く
新
た
な
手
段
を
取
り
入
れ
て
い
る
方
が
大
衆
性
が
増
す
と
い
え

る
。
ま
た
宗
教
性
に
関
し
て
は
、
戦
後
六
〇
年
以
上
を
経
過
し
、
特
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定
宗
教
や
特
定
の
対
象
物
へ
の
慰
霊
・
追
悼
よ
り
も
、
平
和
教
育
や

コ
ン
サ
ー
ト
と
い
っ
た
他
の
手
段
に
よ
る
慰
霊
・
追
悼
の
方
が
大
衆

性
が
高
い
と
い
え
る
。

　

実
際
、
尾
久
コ
ン
サ
ー
ト
は
戦
後
六
〇
年
を
超
え
て
か
ら
始
ま
っ

た
慰
霊
祭
・
追
悼
会
で
あ
り
規
模
が
大
き
い
と
と
も
に
参
加
者
の
世

代
が
多
様
で
あ
る
。
一
方
、
戦
後
す
ぐ
に
始
ま
っ
た
八
百
霊
供
養
は

規
模
が
比
較
的
小
さ
く
参
加
者
は
世
代
に
偏
り
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
伝
統
性
、
宗
教
性
の
諸
要
素
が
相
互

に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

以
上
、
小
集
団
に
よ
る
慰
霊
・
追
悼
を
見
て
き
た
が
、
小
集
団
を

見
る
こ
と
で
、
国
家
の
関
与
と
い
っ
た
政
治
性
と
の
関
連
で
は
な
い

諸
要
素
と
慰
霊
・
追
悼
と
の
関
連
を
浮
か
び
上
が
ら
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

１　

こ
の
時
期
の
代
表
作
と
し
て
、
小
林
健
三
・
照
沼
好
文
『
招
魂

社
成
立
史
の
研
究
』（
錦
正
社
、
一
九
六
八
年
）、
村
上
重
良

『
慰
霊
と
招
魂
―
靖
国
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）、

黒
田
俊
雄
「
鎮
魂
の
系
譜
―
国
家
と
宗
教
を
め
ぐ
る
点
描
」

（『
歴
史
學
研
究
』
一
、
一
九
八
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

２　

こ
の
時
期
の
代
表
作
と
し
て
、
大
江
志
乃
夫
『
靖
国
神
社
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

３　

こ
の
時
期
の
代
表
作
と
し
て
、
田
中
伸
尚
『
靖
国
の
戦
後
史
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
菅
原
伸
郎
編
『
戦
争
と
追
悼
―

靖
国
神
社
へ
の
提
言
』（
八
朔
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
国
際
宗
教

研
究
所
編
『
新
し
い
追
悼
施
設
は
必
要
か
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
四
年
）、
赤
澤
史
朗
『
靖
国
神
社
―
せ
め
ぎ
あ
う
〈
戦

没
者
追
悼
〉
の
ゆ
く
え
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。

４　

忠
魂
碑
と
は
市
町
村
単
位
で
の
戦
没
者
の
慰
霊
碑
で
あ
る
。

５　

籠
谷
次
郎
「
市
町
村
の
忠
魂
碑
・
忠
魂
塔
に
つ
い
て
―
靖
国
問

題
に
よ
せ
て
」（『
歴
史
評
論
』
二
九
二
、
一
九
七
四
年
）

６　

大
原
康
男
「
忠
魂
碑
の
研
究
―
そ
の
成
立
の
経
緯
と
社
会
的
機

能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
五

一
、
一
九
八
三
年
）

７　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
近
現
代
の
戦
争
に
関
す
る
記
念
碑
』

（
二
〇
〇
三
年
）、
今
井
昭
彦
『
近
代
日
本
と
戦
死
者
祭
祀
』

（
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）

８　

原
田
敬
一
「
誰
が
追
悼
で
き
る
の
か
―
靖
国
神
社
と
戦
没
者
追

悼
」（『
戦
争
責
任
研
究
』
三
六
、
二
〇
〇
二
年
）、
本
康
宏
史

『
軍
都
の
慰
霊
空
間
―
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
』（
吉
川
弘
文
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館
、
二
〇
〇
二
年
）

９　

川
村
邦
光
『
戦
死
者
の
ゆ
く
え
―
語
り
と
表
象
』（
青
弓
社
、

二
〇
〇
三
年
）

10　

粟
津
賢
太
「
戦
没
者
慰
霊
と
集
合
的
記
憶
―
忠
魂
・
忠
霊
を
め

ぐ
る
言
説
と
忠
魂
公
葬
問
題
を
中
心
に
」（『
日
本
史
研
究
』
五

〇
一
、
二
〇
〇
四
年
）

11　

広
島
の
研
究
と
し
て
、
江
嶋
修
作
・
春
日
耕
夫
・
青
木
秀
男

「
共
同
研
究
：
広
島
市
に
お
け
る
『
被
爆
体
験
』
の
社
会
統
合

機
能
を
め
ぐ
る
一
研
究
」（『
商
業
経
済
研
究
所
報
』
一
五
、
一

九
七
七
年
）、
渡
辺
雅
子
・
石
渡
佳
美
・
阿
部
達
人
「
資
料 

宗

教
に
み
る
原
爆
死
没
者
慰
霊
と
平
和
活
動
―
敗
戦
五
〇
年
目
の

広
島
市
で
の
宗
教
教
団
の
調
査
か
ら
」（『
明
治
学
院
大
学
社
会

学
部
附
属
研
究
所
年
報
』
二
六
、
一
九
九
六
年
）、
長
崎
の
研

究
と
し
て
は
、
西
村
明
『
戦
後
日
本
と
戦
争
死
者
慰
霊
―
シ
ズ

メ
と
フ
ル
イ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
）

が
詳
し
い
。

12　

東
京
都
慰
霊
堂
は
公
益
財
団
法
人
東
京
都
慰
霊
協
会
の
も
と
、

毎
年
い
わ
ゆ
る
東
京
大
空
襲
の
あ
っ
た
三
月
一
〇
日
と
関
東
大

震
災
の
震
災
日
で
あ
る
九
月
一
日
に
慰
霊
法
要
を
行
っ
て
い
る
。

慰
霊
法
要
で
は
寛
永
寺
、
増
上
寺
、
本
門
寺
、
護
国
寺
、
浅
草

寺
の
五
か
寺
に
よ
る
持
ち
回
り
で
、
当
番
寺
の
大
僧
正
が
導
師

と
し
て
読
経
し
、
東
京
都
知
事
や
皇
族
が
参
列
し
て
行
わ
れ
る
。

13　

山
本
唯
人
「「
東
京
都
慰
霊
堂
」
の
現
在
」（『
歴
史
評
論
』
六

一
六
、
二
〇
〇
一
年
）、
川
田
順
造
「
戦
争
犠
牲
者
の
祀
り
方
」

（『
東
京
人
』
二
四
六
、
二
〇
〇
七
年
）、
末
木
文
美
士
「
日
本

に
お
け
る
戦
争
の
死
者
と
宗
教
」（
池
澤
優
・
ア
ン
ヌ 

ブ
ッ
シ

ィ
編
『
非
業
の
死
の
記
憶
―
大
量
の
死
者
を
め
ぐ
る
表
象
の
ポ

リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』（
秋
山
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

14　

こ
こ
で
は
、
福
岡
空
襲
に
お
け
る
慰
霊
を
、
復
興
期
に
お
け
る

「
復
興
祭
」
を
慰
霊
の
初
期
段
階
と
み
る
も
の
、
市
・
校
区
・

隣
近
所
と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
慰
霊
祭
を
比
較
検
討
し
た
も

の
、
戦
争
体
験
の
語
り
継
ぎ
や
記
憶
を
検
討
す
る
も
の
、
僧
侶

の
慰
霊
実
態
を
み
る
も
の
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
死
者
に
対

し
て
ど
の
よ
う
に
慰
霊
・
追
悼
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る

か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（
西
村
明
編
『
九
州
の
祭
り 

第
三
巻 

福
岡
空
襲
死
者
の
祭
り
―
集
う
、
悼
む
、
伝
え
る
』（
九
州
大

学
文
学
部
人
間
科
学
科
比
較
宗
教
学
研
究
室
、
二
〇
〇
五
年
））

11　

昭
和
二
〇
年
三
月
九
日
夜
半
か
ら
一
〇
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た

空
襲
で
、
今
の
江
東
区
、
江
戸
川
区
、
墨
田
区
を
中
心
に
約
一

〇
万
人
も
の
死
者
を
出
し
た
。
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11　

昭
和
二
〇
年
四
月
一
三
日
夜
半
か
ら
一
四
日
未
明
に
か
け
て
、

豊
島
区
、
北
区
、
荒
川
区
、
足
立
区
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
た
。
豊
島
区
で
は
区
の
人
口
の
七
〇
％
が
被
災
し
、

七
七
八
名
の
人
名
が
失
わ
れ
た
。

11　

日
米
開
戦
か
ら
わ
ず
か
四
ヶ
月
後
の
昭
和
一
七
年
四
月
一
八
日

午
後
に
行
わ
れ
た
Ｂ
二
五
に
よ
る
空
襲
で
、
重
傷
者
三
八
名
、

死
者
一
〇
名
を
出
し
た
。
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法
然
上
人
の
教
え
は
阿
弥
陀
如
来
の
名
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

す
べ
て
の
人
々
を
救
う
万
人
救
済
の
教
え
で
あ
る
。
障
が
い
の
あ
る

人
も
な
い
人
も
人
と
し
て
生
を
受
け
た
も
の
す
べ
て
お
念
仏
を
称
え

る
人
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
救
い
に
預
か
る
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
は
教

化
教
団
で
あ
り
、
法
然
上
人
の
立
教
開
宗
の
本
意
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

布
教
・
教
化
の
目
的
は
法
然
上
人
の
お
念
仏
を
広
く
社
会
の
人
々

に
ひ
ろ
め
、
日
々
の
生
活
の
中
で
お
念
仏
を
実
践
す
る
念
仏
者
を
つ

く
る
こ
と
に
あ
る
。
念
仏
者
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
日
々
の
縁

づ
く
り
が
重
要
と
な
る
。

　

複
雑
化
し
た
不
安
定
な
現
代
社
会
に
お
い
て
寺
院
の
役
割
や
あ
り

方
、
僧
侶
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
一
試
論
と
し
て

自
問
自
答
し
な
が
ら
、
私
が
三
十
年
間
か
か
わ
っ
て
き
た
障
が
い
者

福
祉
の
実
践
を
通
し
た
「
教
化
」
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
の
仏
教

福
祉
の
実
践
事
例
を
を
紹
介
し
ま
す
。

（
一
）　

暁
雲
（
ぎ
ょ
う
う
ん
）
福
祉
会
の
誕
生

　

社
会
福
祉
法
人
暁
雲
福
祉
会
は
「
人
間
礼
拝
」
を
理
念
と
し
、
現

在
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
し
て
「
八
風
園
」（
定
員
四
十

名
）、「
八
風
・
ｂ
ｅ
」（
定
員
二
十
名
）、「
ウ
ィ
ン
ド
」（
定
員
四
十

名
）、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
八
風
・
マ
ナ
ス
」（
五
箇
所
：
定
員
二
十

七
名
）、
ケ
ア
ホ
ー
ム
「
八
風
・
カ
ル
ナ
ホ
ー
ム
」（
定
員
七
名
）、

タ
イ
ム
ケ
ア
事
業
（
登
録
者
十
四
名
）、
麦
工
房
「
森
の
ク
レ
ヨ
ン
」、

常
設
展
示
場
「
風
と
語
ら
い
の
美
術
館
」
を
経
営
・
運
営
し
て
い
る
。

　

現
在
、
日
中
百
三
十
名
の
重
・
中
・
軽
度
の
障
が
い
の
あ
る
知
的

障
が
い
者
が
通
わ
れ
て
い
る
。
夜
間
は
三
十
二
名
の
方
々
が
仲
間
と

共
に
生
活
し
て
い
る
。
大
分
市
の
東
部
に
位
置
す
る
坂
ノ
市
地
区
を

寺
院
と
社
会
福
祉
事
業

─
暁
雲
（
ぎ
ょ
う
う
ん
）
福
祉
会
30
年
の
歩
み
か
ら
─

　

丹　

羽　

一　

誠



─ 249 ─

中
心
に
施
設
が
点
在
化
し
、
地
域
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
。
軽
作

業
・
外
作
業
・
パ
ン
・
ク
ッ
キ
ー
づ
く
り
な
ど
障
が
い
程
度
、
個
人

の
能
力
に
合
わ
せ
た
就
労
支
援
・
作
業
支
援
・
生
活
支
援
等
行
っ
て

い
る
。
豊
か
な
宗
教
的
情
操
教
育
を
育
て
る
た
め
に
全
施
設
利
用

者
・
職
員
に
よ
る
法
然
寺
初
詣
、
各
施
設
に
阿
弥
陀
仏
を
ま
つ
り
、

月
定
例
の
お
つ
と
め
と
仏
教
講
話
、
浄
土
宗
月
訓
カ
レ
ン
ダ
ー
の
掲

示
、
毎
年
仏
教
用
語
を
用
い
た
心
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
制
作
、
大
本
山

善
導
寺
へ
の
参
拝
等
行
事
を
企
画
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
セ
ラ
ピ
ー
・
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
・
音
楽
鑑
賞
・
美
術
鑑
賞
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
社
会
見
学
旅
行
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
の
文
化
面
、

運
動
面
に
触
れ
る
機
会
を
つ
く
り
、
心
豊
か
な
人
間
づ
く
り
を
心
掛

け
て
い
る
。
以
上
が
現
在
の
法
人
の
概
要
で
あ
る
（
詳
細
は
暁
雲
福

祉
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
の
こ
と
）。

　

暁
雲
福
祉
会
は
昭
和
五
十
三
年
、
関
ア
ジ
・
関
サ
バ
で
全
国
ブ
ラ

ン
ド
と
な
っ
た
佐
賀
関
町
に
あ
る
大
分
教
区
第
四
組
正
念
寺
第
二
十

三
世
丹
羽
演
誠
上
人
が
檀
家
参
り
の
中
、
養
護
学
校
卒
業
生
・
特
殊

学
校
卒
業
生
が
離
職
し
た
り
、
卒
業
後
就
職
で
き
な
か
っ
た
り
し
て

一
日
中
家
に
引
き
こ
も
っ
て
い
る
何
も
し
て
い
な
い
様
子
を
か
ん
が

み
、
こ
の
子
ら
が
家
か
ら
出
て
通
え
る
場
所
を
考
え
た
。
当
時
、
知

的
障
害
者
育
成
会
の
会
長
も
し
て
い
た
関
係
も
あ
り
、
い
ち
早
く
境

内
を
開
放
し
て
一
間
二
間
の
プ
レ
ハ
ブ
を
自
費
で
建
て
た
。
小
規
模

作
業
所
「
佐
賀
関
授
産
所
」
の
開
設
で
あ
り
、
こ
の
作
業
所
は
大
分

県
で
第
一
号
と
さ
れ
た
。
洗
濯
バ
サ
ミ
の
組
み
立
て
作
業
や
手
芸
を

主
と
し
、
当
初
通
所
者
五
名
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
四
年
後
に
は
十
六
名

の
大
世
帯
と
な
り
作
業
室
も
手
狭
と
な
っ
た
。
昼
食
、
生
活
指
導
は

庫
裡
を
利
用
し
、
授
産
所
の
一
日
は
九
時
か
ら
の
ラ
ジ
オ
体
操
か
ら

始
ま
る
。
朝
礼
そ
し
て
午
前
午
後
の
計
五
時
間
の
仕
事
を
し
、
掃
除

を
し
て
か
ら
四
時
に
降
園
。
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
（
週
五
時
間
）
で

土
曜
日
は
自
主
的
に
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
午
前
中
の
み
仕
事
を

し
て
い
る
。
年
齢
は
十
五
歳
か
ら
三
十
三
歳
ま
で
。
時
に
は
お
寺
の

法
要
に
も
参
加
。
行
く
場
所
の
あ
る
こ
と
、
仲
間
た
ち
が
い
る
こ
と
、

自
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
開
設
し
て
み
て
利
用
者
の
変
化

を
み
る
に
社
会
性
と
主
体
性
の
面
が
特
に
豊
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

丹
羽
演
誠
上
人
（
大
正
十
一
年
一
月
生
ま
れ
）
は
保
護
司
・
人
権

擁
護
委
員
・
福
岡
正
法
寺
保
育
園
創
設
者
・
宗
教
教
誨
師
・
大
分
教

区
教
化
団
長
等
要
職
を
歴
任
。
大
正
大
学
在
学
中
は
故
椎
尾
弁
匡
先

生
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
演
誠
上
人
の
師
僧
正
念
寺
第
二

十
二
世
丹
羽
貫
誠
上
人
は
幼
少
時
、
和
歌
山
県
の
お
寺
に
里
子
と
し

て
預
け
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
暮
ら
し
の
な
か
で
自
然
と
僧
侶

と
な
っ
た
。
成
人
し
、
学
校
の
教
員
な
ど
の
職
を
経
な
が
ら
、
和
歌
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山
・
大
阪
・
奈
良
を
転
々
と
し
た
後
、
大
分
の
正
念
寺
の
法
灯
を
継

承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
里
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
に
対

し
、
里
親
と
し
て
の
実
践
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
十
六

名
の
里
子
を
養
育
、
向
学
心
の
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
大
学
ま
で

行
か
せ
、
浄
土
宗
の
教
師
と
し
て
住
職
と
な
っ
た
者
が
三
名
も
い
る
。

貫
誠
上
人
も
ま
た
保
護
司
・
教
誨
師
・
宗
議
会
議
員
等
の
要
職
に
就

か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
正
念
寺
は
代
々
、
社
会
的
課

題
に
対
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
寺
院
と
い
え
よ
う
。

　

檀
信
徒
と
日
頃
か
ら
か
か
わ
り
の
あ
る
僧
侶
が
今
檀
信
徒
と
の
中

で
抱
え
て
い
る
社
会
的
課
題
に
対
し
て
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
僧
侶
・
寺
院
の
役
割
と
し
て
社
会
的

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
特
色
化
さ
れ
必
要
な
存
在
と
な
り
う
る
。

　

国
際
障
害
者
年
の
昭
和
五
十
六
年
、
善
導
大
師
千
二
百
年
大
遠
忌

の
記
念
と
し
て
四
年
間
続
い
た
「
佐
賀
関
授
産
所
」
を
閉
園
し
て
、

丹
羽
演
誠
上
人
自
費
寄
付
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
暁
雲
福
祉
会
を
設

立
。
翌
年
、
通
所
授
産
施
設
「
八
風
園
」（
定
員
三
十
名
）
を
開
園

し
た
。
暁
雲
（
ぎ
ょ
う
う
ん
）
と
い
う
言
葉
は
正
念
寺
第
十
五
世
中

興
得
蓮
社
善
誉
上
人
（
文
化
八
年
遷
化
）
が
「
暁
雲
館
」
と
い
う
読

み
書
き
・
裁
縫
を
習
わ
せ
て
い
た
寺
子
屋
を
開
き
、
そ
の
名
か
ら
命

名
し
た
。
夜
明
け
を
染
め
る
暁
の
雲
は
は
じ
ま
り
の
色
で
あ
り
、
先

駆
的
に
福
祉
に
取
り
組
む
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
正
念
寺
は
高

台
に
あ
り
、
美
し
い
あ
さ
や
け
の
海
が
一
望
で
き
る
。

　

昭
和
五
十
六
年
の
国
際
障
害
者
年
の
時
、
浄
土
宗
の
障
が
い
者
福

祉
の
取
り
組
み
は
『
社
会
福
祉
事
業
の
す
す
め
』
を
刊
行
し
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
六
千
ヵ
寺
近
く
あ
る
浄
土
宗
の
寺
院
で
八
風
園
を

含
め
滋
賀
教
区
の
る
り
こ
う
園
（
身
体
障
害
者
療
護
施
設
）
の
み
の

二
ヵ
所
だ
け
障
が
い
者
救
済
に
取
り
組
ん
だ
。
大
変
残
念
な
こ
と
で

あ
る
。
法
然
上
人
が
「
観
念
の
念
に
あ
ら
ず
」
と
示
さ
れ
た
よ
う
に

実
践
・
実
行
あ
っ
て
の
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
福
祉
も
ま
た
同
様

で
あ
る
。
少
し
で
も
早
い
時
期
に
開
設
し
て
障
が
い
の
あ
る
方
々
が

社
会
参
加
と
自
立
へ
の
道
を
開
か
れ
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
設
立
者
丹
羽
演
誠
初
代
理
事
長
の
福
祉
論
を
紹
介
し
た
い
。

以
下
、『
八
風
園
研
究
紀
要
』（
昭
和
六
十
三
年
三
月
創
刊
号
）
掲
載

「
念
仏
者
の
福
祉
考
」
よ
り
引
用
。

　

仏
教
は
、
人
生
の
生
老
病
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
心
の

在
り
方
を
教
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、
そ
の
教
を
信
ず
る
人
々
は
、
自
然
に
集
っ
て
、
集

団
を
作
り
、
一
つ
の
教
の
下
に
和
合
と
助
け
合
い
の
社
会
を
も
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ち
ま
し
た
。

　

更
に
進
歩
的
人
々
は
、
地
域
社
会
に
仏
国
土
の
建
設
を
考
え
、

悩
め
る
人
を
救
済
す
る
思
想
が
発
生
し
ま
し
た
。「
成
仏
国
土
、

成
就
衆
生
」、
自
利
利
他
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
を
信
ず
る
人
は
、
そ
れ
自
身
、
信
仰
の
確
立
と
共
に
そ

の
悦
び
を
人
々
に
分
か
ち
与
え
る
こ
と
を
発
願
し
、
活
動
的
な

生
活
を
起
こ
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
仏
教
の
福
祉
の
起
点
で
あ
り
、

福
祉
思
想
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
即
ち
菩
薩
の
思
想
で

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
様
な
思
想
の
中
に
あ
る
仏
教
の
一
つ
の
流
れ
に
浄
土
教

が
あ
り
ま
す
。
一
般
の
仏
教
は
、
現
実
の
社
会
に
浄
土
を
建
設

す
る
の
に
対
し
て
、
浄
土
教
は
、
浄
土
を
来
世
に
求
め
て
、
現

実
に
求
め
な
い
、「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
」
の
思
想
で
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
世
界
は
穢
れ
た
醜
い
世
界
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
を

厭
い
離
れ
て
来
世
に
極
楽
浄
土
を
建
設
し
そ
の
清
ら
か
な
浄
土

を
欣
求
す
る
。
往
生
す
る
、
そ
の
往
生
す
る
た
め
に
念
仏
を
称

え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
浄
土
教
の
念
仏
す
る
者
が
現
実
社
会
の
福
祉
の
思
想

を
考
え
る
時
、
種
々
の
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
問
題
は
、
浄
土
教
の
人
間
観
と
福
祉
の
問
題
で
あ
り
ま

す
。
さ
れ
ば
、
浄
土
教
の
人
間
観
は
一
体
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
に
、
そ
の
信
仰
の
過
程
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
過
程
は
二
つ
の
立
場
が
あ
る
の
で
す
。

　

一
．
信
機
の
立
場　

二
．
信
法
の
立
場

　

信
機
と
は
何
か
、「
機
」
と
は
「
器
」
で
あ
り
ま
す
。
人
間

自
身
で
あ
り
ま
す
。
人
間
を
深
く
観
察
す
る
と
、
人
間
の
行
為

は
す
べ
て
正
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
反
省
す
る
時
、

吾
々
の
行
為
は
、
す
べ
て
煩
悩
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
て
、
純
粋

の
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
悪
に
み
ち
み
ち
た
自
分
で
あ
る
こ
と

を
感
じ
ま
す
。
法
然
上
人
は
、「
吾
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と

反
省
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
自
己
批
判
し
た
自
分
の
相
で
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
様
な
愚
か
な
者
が
、
ど
う
し
て
ど
う
し
て
社
会
福
祉
の

中
に
働
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
恵
ま
れ
な
い

人
々
と
友
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
形
こ
そ
、

考
え
こ
そ
、
立
派
で
あ
り
ま
す
が
、
考
え
て
見
る
と
、
私
自
身

も
心
の
障
が
い
者
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
様
な
考
え
が
、

生
ず
る
時
、
福
祉
は
お
ろ
か
、
自
分
自
身
が
救
う
立
場
で
な
く
、

救
済
さ
れ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
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こ
れ
が
信
機
の
立
場
で
あ
り
、
自
己
を
知
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
愚
か
な
も
の
が
、
ど
の
様
に
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
。
こ
こ

に
心
の
転
回
、
回
心
が
あ
り
ま
す
。

　

信
法
の
立
場
で
あ
り
、
信
法
へ
と
変
わ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
様
な
愚
か
な
者
を
救
済
し
て
や
ま
な
い
の
が
本
願
の
思
想

で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
で
あ
り
ま
す
。

　

信
法
の
立
場
は
、
弥
陀
の
本
願
は
、
一
切
の
衆
生
を
救
う
た

め
に
浄
土
を
建
設
し
、
念
仏
す
る
者
を
必
ず
往
生
せ
ん
と
の
誓

い
を
起
さ
れ
、
長
い
修
行
の
結
果
そ
れ
を
成
就
さ
れ
ま
し
た
。

ど
の
様
な
罪
悪
の
凡
夫
で
も
仏
を
信
じ
て
念
仏
す
れ
ば
、
仏
の

誓
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
終
に
は

仏
の
光
に
会
う
も
の
は
、
三
垢
消
滅
す
る
と
申
し
て
い
ま
す
。

　

自
分
が
罪
悪
人
と
信
じ
た
折
、
ど
う
し
て
も
お
ら
れ
な
い
、

罪
悪
人
の
ま
ま
、
す
な
お
に
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
信
じ
て
、

お
念
仏
を
す
れ
ば
、
仏
の
慈
心
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　

一
体
、
浄
土
往
生
は
来
世
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
念
仏
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
世
に
往
生
出
来
る
が
現
実
は
、
即
ち
自

己
の
小
さ
い
考
え
を
す
べ
て
、
仏
の
誓
願
の
中
に
投
げ
出
し
、

投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
仏
の
光
の
中
に
自
己
を
見
出
す
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
自
分
自
身
、
弥
陀
の
大
い
な
る
力
の
中
に
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
得
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
考
え
る
時
、
社
会
福
祉
の
思
想
は
、
自
己
の
立
場

で
あ
り
な
が
ら
仏
の
中
に
生
か
さ
れ
た
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
障
が
い
者
は
、
仏
の
光
と
し
て
、

私
の
心
に
感
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
使
命

で
な
く
、
仏
の
使
命
と
し
て
感
じ
ま
す
。

　

結
論
と
し
て
念
仏
者
の
福
祉
は
、
自
分
は
愚
か
な
も
の
で
あ

る
が
、
愚
か
な
が
ら
誠
実
に
障
が
い
者
に
対
す
る
中
に
、
念
仏

の
功
徳
即
ち
仏
の
慈
光
が
障
が
い
者
を
通
じ
て
、
拝
み
の
生
活

と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
障
が
い
者
の
育
成
が
成
就

す
る
と
思
い
ま
す
。

　

か
く
考
え
る
時
、
念
仏
者
の
福
祉
は
、
矛
盾
な
く
福
祉
と
取

り
組
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

�

以
上
、
引
用
お
わ
り
。

　

ま
た
、
法
人
・
施
設
の
目
的
・
あ
り
方
に
つ
い
て
、
当
法
人
は
仏

教
信
仰
に
よ
り
、
人
格
の
形
成
を
願
っ
て
い
る
施
設
で
あ
り
、
職
員

も
利
用
者
も
仏
教
に
覚
め
た
一
日
を
送
っ
て
い
ま
す
。「
願
共
諸
衆

生　

往
生
安
楽
国
」
換
言
す
れ
ば
、
願
く
ば
こ
の
園
に
来
て
い
る
人
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は
仏
と
共
に
手
を
と
り
あ
っ
て
、
仲
良
く
喜
び
、
日
々
覚
め
仕
事
に

は
げ
む
こ
の
様
な
園
に
努
力
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
施
設
の
目
標

は
「
篤
く
三
宝
を
敬
う
」
と
言
う
こ
と
「
正
し
く
、
明
る
く
、
仲
良

く
」
を
生
活
の
信
条
と
し
て
い
ま
す
と
演
誠
上
人
は
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

八
風
園
落
成
祝
賀
会
（
昭
和
五
十
七
年
五
月
二
十
二
日
）
の
時
、

浄
土
宗
か
ら
激
励
と
し
て
当
時
、
総
本
山
知
恩
院
執
事
長
で
あ
ら
れ

た
鵜
飼
隆
玄
上
人
よ
り
祝
辞
を
頂
い
た
。
文
面
に
は
「
社
会
福
祉
法

人
暁
雲
福
祉
会
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
常
々
社
会
福
祉
に
取
り
組
ま

れ
て
居
り
、
此
の
た
び
更
に
歩
を
進
め
ら
れ
、
同
信
同
行
の
輪
を
拡

げ
て
、
こ
の
世
の
不
遇
の
人
々
の
為
に
授
産
施
設
八
風
園
を
完
成
さ

れ
ま
し
た
事
は
誠
に
喜
び
に
た
え
ま
せ
ん
。
お
念
仏
の
元
祖
法
然
上

人
は
全
て
の
人
々
の
幸
せ
の
為
に
口
称
念
仏
一
行
の
浄
土
宗
を
開
か

れ
ま
し
た
が
、
皆
様
方
が
実
践
さ
れ
て
居
り
ま
す
社
会
福
祉
に
対
す

る
活
躍
は
、
ま
さ
に
同
様
の
尊
い
有
り
難
い
歩
み
で
あ
り
、
御
同
慶

の
極
み
で
あ
り
ま
す
。
更
に
当
会
が
益
々
大
き
な
歩
み
を
続
け
、
多

く
の
人
々
が
幸
せ
に
恵
ま
れ
ま
す
事
を
念
じ
て
や
み
ま
せ
ん
…

云
々
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
御
苦
労
を
労
わ
る
感
謝
の
意
と
今
後
の

法
人
へ
の
期
待
・
発
展
と
精
進
へ
の
願
い
の
心
温
ま
る
内
容
で
あ
っ

た
。
浄
土
宗
社
会
福
祉
事
業
（
特
に
障
が
い
者
福
祉
）
の
率
先
的
、

先
駆
的
役
割
の
自
覚
と
使
命
感
、
責
任
を
痛
感
し
た
。
ま
た
、
総
本

山
知
恩
院
よ
り
落
成
記
念
と
し
て
「
法
然
上
人
御
影　

壱
」（
全
日

本
肖
像
美
術
協
会
総
裁　

馬
堀
喜
孝
画
伯
筆
）
が
贈
呈
さ
れ
、
現
在

も
八
風
園
の
本
尊
と
し
て
奉
っ
て
い
る
。

（
二
）　

課
題
と
展
望

　

本
稿
で
は
暁
雲
福
祉
会
の
今
日
的
展
開
に
至
る
ま
で
の
設
立
初
期

の
経
緯
に
つ
い
て
、
創
設
者
の
仏
教
福
祉
の
思
想
を
主
に
述
べ
て
き

た
。
こ
の
三
十
年
、
仏
教
福
祉
に
携
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
次
に
現

状
の
課
題
と
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ
い
て
以
下
、
端
的
に
述
べ
た
い
。

　
【
一
】
そ
の
時
代
の
社
会
的
問
題
や
社
会
的
課
題
に
対
し
て
問
題

意
識
を
も
っ
て
取
り
組
ま
な
い
僧
侶
・
住
職
の
寺
院
は
弱
体
化
ま
た

は
衰
退
化
し
て
い
く
（
僧
侶
・
寺
院
の
社
会
化
に
向
け
て
の
活
動
を

す
る
こ
と
で
、
特
色
化
、
存
在
化
、
必
要
化
、
後
継
者
教
育
に
繋
が

る
。
念
仏
の
布
教
・
教
化
へ
の
パ
ワ
ー
が
教
化
さ
れ
て
く
る
）。

　
【
二
】
そ
の
時
代
の
社
会
的
問
題
や
社
会
的
課
題
に
対
し
て
問
題

意
識
を
も
っ
て
取
り
組
ま
な
い
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
の
教
団
は
弱
体
化

ま
た
は
衰
退
化
し
て
い
く
（
教
団
の
社
会
化
に
向
け
て
の
活
動
を
す

る
こ
と
で
、
特
色
化
、
存
在
化
、
必
要
化
、
僧
侶
養
成
に
繋
が
る
。

念
仏
の
組
織
布
教
・
教
化
へ
の
力
が
発
揮
で
き
る
）。
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【
三
】
福
祉
は
個
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
「
社
会
福
祉
」
は
社
会
と
し

て
福
祉
を
考
え
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
念
仏
は
万
民
救
済

の
念
仏
で
あ
る
が
故
、
社
会
化
さ
れ
た
念
仏
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
（
念
仏
の
社
会
化
へ
の
推
進
）。
保
護
的
教
化
（
檀
信
徒
の
み
の

教
化
）
か
ら
社
会
教
化
（
社
会
、
国
家
を
巻
き
込
ん
だ
教
化
）
へ
。

　
【
四
】
社
会
福
祉
、
医
療
、
教
育
分
野
一
つ
を
見
て
も
ニ
ー
ズ
が

非
常
に
多
様
化
し
て
い
る
現
代
。
寺
院
と
の
関
わ
り
を
ど
う
し
て
い

っ
た
ら
よ
い
の
か
。
行
政
管
理
も
含
め
非
常
に
難
し
い
課
題
が
あ
る
。

し
か
し
、
必
要
は
事
業
で
あ
る
（
宗
教
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
学

校
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
継
続
性
の
あ
る
組
織
で
対
応
す
る
）。

　
【
五
】
浄
土
宗
へ
の
提
言
と
し
て
、
浄
土
宗
公
益
教
化
事
業
団
体

の
見
直
し
そ
し
て
活
性
化
と
機
動
力
の
機
能
ア
ッ
プ
推
進
。
具
体
的

に
は
浄
土
宗
社
会
国
際
局
と
公
益
教
化
事
業
団
体
そ
し
て
寺
院
と
の

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
強
化
に
努
め
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
浄
土

宗
社
会
福
祉
中
長
期
計
画
の
策
定
（
三
年
ご
と
に
見
直
す
）
や
、
現

在
、
浄
土
宗
社
会
福
祉
協
会
加
盟
施
設
の
所
在
県
数
が
十
六
県
と
い

う
こ
と
か
ら
、
社
会
福
祉
事
業
（
障
が
い
・
児
童
・
高
齢
）
の
セ
ン

タ
ー
設
置
運
動
を
提
唱
し
、
全
国
各
県
に
一
ヶ
所
配
置
す
る
こ
と
で
、

弥
陀
の
四
十
八
願
に
な
ら
い
、
全
国
に
四
十
八
カ
所
展
開
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
特
に
既
存
の
宗
門
に
か
か
わ
る
社
会
福
祉

施
設
（
法
人
）
へ
の
強
力
な
教
団
の
サ
ポ
ー
ト
を
切
望
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

以
上
、
今
後
、
浄
土
宗
と
し
て
社
会
福
祉
に
携
わ
る
宗
の
施
策
と

し
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
大
分
教
区
法
然
寺
住
職
兼
（
社
福
）
暁
雲
福
祉
会
理
事
長
）

（
参
考
文
献
）

・
社
会
福
祉
法
人　

暁
雲
（
ぎ
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う
う
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）
福
祉
会
の
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ー
ム
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ジ　
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）http://w

w
w
.happu-en-1981.jp

・『
浄
土
宗
新
聞
』（
人
生
チ
ャ
ン
ネ
ル
48
・
花
ひ
ら
け
僕
ら
の
未

来
）
第
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６
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平
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日
発
刊

・
法
人
沿
革

・
平
成
二
十
二
年
度
暁
雲
福
祉
会
報
道
関
係
一
覧
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法　人　の　沿　革

〈名称の由来〉�暁雲とは江戸時代、正念寺で開かれていた寺子屋「暁雲館」に
ちなみ命名

昭和 50 年 10 月 浄土宗正念寺住職丹羽演誠師より土地購入費の寄付を
受け、大分市大字木田 2894 番地の 1他 2筆を用地買
収。（畑 2706.95m2）

11 月 12 日 社会福祉法人曉雲福祉会として厚生大臣より許可。
昭和 57 年 4 月 1 日 大分市大字木田 2894 番地の 1鉄筋コンクリート造平

屋建 501.92m2 の知的障害者（通所）授産施設「八風
園」を開設。園名は善導大師のお言葉より引用。（音
楽八風宣）定員 30 名。大分市では通所授産施設とし
ては民間施設第一号。

昭和 61 年 3 月 20 日 昭和 60 年度寄附金お年玉付郵便葉書寄附金配分決
定。その補助にて作業棟を新築（42m2）6 月完成。

11 月 12 日 法人創立 5周年記念式典。（会場　八風園）
平成元年 10 月 26 日 丹羽演誠理事長　全日本知的障害者育成会により全国

表彰受ける。
11 月 1 日 大分県大分市佐賀関町大字志生木 1529 番地 1（畑

958m2）、1529 番地 2（原野 327m2）買収。
平成 2年 11 月 9 日 丹羽演誠理事長、平成 2年度全国福祉大会にて「全社

協会長表彰」、厚生大臣表彰（知的障害者福祉法制定
30 周年記念として）を受ける。

平成 3年 3月 22 日（社福）丸紅基金社会福祉助成金により、鉄筋造スレ
ー ト 葺 2階 建、1階（倉 庫 16.19m2）2 階（作 業 場
16.19m2）新築。

9月 2日 大分市大字木田 2856 番地（他 16 筆）7085m2 の土地
を購入する。

11 月 8 日 法人創立 10 周年記念式典（会場　八風園）
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平成 5年 4月 1日 大分市大字細 990 番地 2にグループホーム「八風・マ
ナス」を法然寺境内開設。定員 4名。大分市では第一
号。

平成 6年 3月 31 日 知的障害者授産施設設備近代化事業（補助金
4,417,000 円）にて、パン製造機器を購入。

2月 7日 大分市大字市尾 798-1（畑 378m2）八風園さかのいち
分場開設のため用地買収。

平成 7年 4月 1日 大分市大字市尾 798-1 に鉄筋造 2階建（簡易耐火建築
物）延床面積 240m2 の八風園さかのいち分場（定員
15 名）（麦工房・森のクレヨン 1号店）を開設。「風
と語らいの美術館」併設。

平成 10 年 10 月 7 日 大分市大字坂ノ市 1991 番地 2（654.38m2）土地を購
入する。

平成 11 年 3 月 16 日 八風園大規模修繕完了。（平成 11 年 1 月 5 日より）
4月 1日 大分市大字坂ノ市 1991 番地 2に国庫補助金により鉄

筋造 2階建（簡易耐火建築物）延床面積 564.41m2 の
福祉工場「ウィンド」（定員 20 名）を開設。

10 月 1 日 大分市大字坂ノ市 1813 にグループホーム「八風・マ
ナス 2」（定員 4名）を開設。

平成 13 年 4 月 14 日 大分市大字木田 853 番 2（他 2筆）158m2 の土地を購
入する。

9月 15 日 日本財団の助成（助成金 10,500,000 円）を受け、グル
ープホーム「八風・マナス 3」木造 2階建延床面積
102.68m2 新築完成。

10 月 1 日 大分市大字木田 853 番地 2にグループホーム「八風・
マナス 3」（定員 4名）開設。

11 月 10 日 法人創立 20 周年記念式典（会場　トキハ会館 5階ロ
ーズの間）

平成 16 年 4 月 1 日 大分市坂ノ市西 2丁目 7番 28 号にグループホーム
「八風・マナス 5」（定員 4名）開設。
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8 月 2 日 障害児長期休暇生活サポート事業開始（毎年実施）
平成 18 年 1 月 1 日 市単事業の知的障害者自立生活促進事業を大分市里

2171-1 に「八風・ウィズ」として開設。
4月 1日 障害者自立支援法スタート
10 月 1 日 新法移行に伴ないグループホーム「八風・マナス」の

総定員 15 名から 19 名へ増員。
障害児タイムケア事業、ショートステイ（日帰短期入
所）事業開始。

11 月 6 日 法人創立 25 周年記念式典（会場 1部 NHK大分放送
局 2階スタジオホールキャンバス、2部大分全日空ホ
テルオアシスタワー 5階孔雀の間）

平成 19 年 4 月 1 日 障がい福祉サービス事業「ウィンド」を開設。（福祉
工場「ウィンド」より移行）
（就労継続支援A型　20 名・就労継続支援B型　10
名・就労移行支援　10 名）
障がい福祉サービス事業「八風・be」を開設。（八風
園さかのいち分場より施設昇格）
（就労継続支援B型　20 名）

4月 27 日 大分市大字細 990 番地の 1（他 1筆）412m2 をケアホ
ーム「八風・カルナホーム」建設予定地として購入す
る。

11 月 15 日 大分市坂ノ市西二丁目 139 番地 365.83m2 を「ウィン
ド」増築分建設地として取得する。

平成 20 年 3 月 20 日 平成 19 年度障がい者自立支援基盤整備事業により
「八風・be」改修工事完了。

24 日 平成 19 年度障がい者自立支援基盤整備事業により、
大分市坂ノ市西二丁目 139 番地に「ウィンド」増築分�
木造 2階建て延床面積 171.72m2 新築完成。
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9 月 19 日 大分市坂ノ市西二丁目 140 番 2 の土地（495.96m2）を
グループホーム「八風・マナス 2」新築予定地として
購入する。

平成 21 年 2 月 28 日 平成 20 年度障がい者自立支援基盤整備事業により
「八風園」改修工事完了。

4月 1日 大分市大字細 990 番地の 1に財団法人 JKA補助金に
よる、ケアホーム「八風・カルナホーム」（定員 7名）
開設。

平成 22 年 3 月 15 日 平成 21 年度障がい者自立支援基盤整備事業により
「ウィンド」大規模設備整備を完了。

3月 31 日 障がい福祉サービス事業「八風園」を開設。（通所授
産施設「八風園」より移行）
（生活介護　34 名・自立訓練　6名）

10 月 22 日 平成 22 年度障がい者自立支援基盤整備事業により
「八風・be」ペストリーオーブン一式購入を完了。

平成 23 年 4 月 1 日 大分市坂ノ市西二丁目 140 番 2 にグループホーム「八
風・マナス 2」木造 2階建新築。（定員 4名から 7名
に増員）
法然上人八百年大遠忌記念。
グループホーム「八風・マナス 3」定員 5名から 7名
へ増員。「八風・マナス」総定員 32 名。

8月 25 日 大分市横塚二丁目 117、123 番の土地（1,024.27m2）
を障がい福祉サービス事業「八風・マーヤの園」（生
活介護　定員 20 名）開設予定地として購入。

11 月 7 日 法人創設 30 周年記念式典（会場　大分全日空ホテ
ル オアシスタワー 5 階孔雀の間）。
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平
成
22
年
度
　
暁
雲
福
祉
会
　
報
道
関
係
一
覧

〈
新
聞
報
道
〉

２
０
１
０
／
05
／
01
：
大
分
合
同
新
聞
（
朝
刊
）「
障
害
者
の
障
壁

を
長
所
に
〝
こ
だ
わ
り
〟
を
生
か
し
就
労
」

２
０
１
０
／
05
／
11
：
大
分
合
同
新
聞
（
夕
刊
）「
県
内
初　

お
か

ら
ク
ッ
キ
ー
『
真
心
絶
品
』
に
認
定
」

２
０
１
０
／
06
／
09
：
大
分
合
同
新
聞
（
夕
刊
）「
非
常
時
の
『
防

災
ク
ッ
キ
ー
』
づ
く
り
」

２
０
１
０
／
06
／
29
：
大
分
合
同
新
聞
（
朝
刊
）「
四
重
奏
」

２
０
１
０
／
09
／
25
：
大
分
合
同
新
聞
（
夕
刊
）
障
害
者
授
産
施
設

の
商
品
販
売
「
け
ん
ち
よ
う
の
パ
ン
屋
さ
ん
」

２
０
１
０
／
10
／
16
：
西
日
本
新
聞
「
米
粉
ク
ッ
キ
ー
商
品
化　

Ａ

Ｐ
Ｕ
コ
ー
プ
」

２
０
１
０
／
11
／
01
：
大
分
合
同
新
聞
（
夕
刊
）「
い
の
ち
の
ク
ッ

キ
ー
」
発
売

２
０
１
０
／
12
／
14
：
讀
賣
新
聞
「
非
常
食
に
ぴ
っ
た
り
ク
ッ
キ
ー

を
開
発
」

２
０
１
１
／
03
／
25
：
大
分
合
同
新
聞
（
朝
刊
）「
ク
ッ
キ
ー
で
和

ん
で
」

〈
雑
誌
関
連
〉

２
０
１
０
／
07
／
15
：
知
的
障
害
福
祉
研
究
さ
ぽ
ー
と
7
月
号
「
訪

問
記
」（
全
国
）

２
０
１
０
／
11
／
15
：
セ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
情
報
「
第
1
回
日
本
セ
ル

プ
セ
ン
タ
ー
研
究
大
会
報
告
」（
全
国
）

２
０
１
０
／
12
／
01
：
季
刊
誌
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」（
全
国
）

２
０
１
０
／
12
／
15
：
知
的
障
害
福
祉
研
究
さ
ぽ
ー
と
12
月
号

「Gallery

」（
全
国
）

２
０
１
１
：
キ
ヤ
ノ
ン
グ
ル
ー
プ
広
報
誌CanonLife

（
２
月
号
）

「
防
災
ク
ッ
キ
ー
」（
全
国
）

２
０
１
１
／
02
／
01
：
日
本
財
団m

a-pin! Pick U
P!　

真
心
絶
品

「『
お
か
ら
ク
ッ
キ
ー
』
誕
生
秘
話
」（
全
国
）

２
０
１
１
／
02
／
24
：
大
分
キ
ヤ
ノ
ン
社
内
報
わ
か
ば
「
い
の
ち
の

ク
ッ
キ
ー
（
防
災
ク
ッ
キ
ー
）」

〈
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
〉

２
０
１
０
／
04
／
07
：
大
分
県
庁　

よ
う
こ
そ
知
事
室
へ
「『
緊
急

雇
用
創
出
プ
ラ
ン
』
採
択
事
業
の
決
定
に
つ
い
て
」

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）http://w

w
w

.pref.oita.jp/site/chiji/h220401.htm
l

２
０
１
０
／
08
／
16
：
日
本
セ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
セ
ル
プ
訪
問
ル
ポ
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「
社
会
福
祉
法
人
暁
雲
福
祉
会　

大
分
県
内
の
共
同
受
注
・
共
同
生

産
を
牽
引
す
る
『
ウ
ィ
ン
ド
』
の
取
り
組
み
」

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）http://w

w
w

.selpjapan.net/report/0800/0805/
post-35.htm

l

２
０
１
０
／
08
／
26
：
お
お
い
た
イ
チ
オ
シ
家
族
「
第
18
回
発
見
！

小
さ
な
ち
か
ら　

大
分
県
産
材
料
の
お
か
ら
ク
ッ
キ
ー
」

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）https://w

w
w

.ichioshi-kazoku.net/archive/
skillful/s018/index.htm

l

２
０
１
０
／
10
／
28
：
大
分
県
消
費
生
活
・
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ザ

「
大
分
県
のN

PO

法
人
の
一
覧
」

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）http://blog.onpo.jp/npolist/category_18/

subcategory_2/

〈
テ
レ
ビ
報
道
〉

２
０
１
０
／
10
／
07
：
Ｏ
Ａ
Ｂ　

Super J

チ
ャ
ン
ネ
ル
お
お
い
た

「
け
ん
ち
よ
う
の
パ
ン
屋
さ
ん
」

２
０
１
０
／
10
／
15
：
Ｏ
Ｂ
Ｓ　

Ｏ
Ｂ
Ｓ
イ
ブ
ニ
ン
グ
ニ
ュ
ー
ス

「
防
災
ク
ッ
キ
ー
販
売
へ
」

２
０
１
０
／
10
／
18
：
Ｏ
Ｂ
Ｓ　

Ｏ
Ｂ
Ｓ
イ
ブ
ニ
ン
グ
ニ
ュ
ー
ス

「
キ
ヤ
ノ
ン
ウ
ィ
ン
ド
株
式
会
社
第
３
回
入
社
式
」

２
０
１
０
／
12
／
02
：
Ｏ
Ｂ
Ｓ　

Ｏ
Ｂ
Ｓ
イ
ブ
ニ
ン
グ
ニ
ュ
ー
ス

「
特
集　

知
的
障
害
者
の
男
性
が
自
立
の
一
歩
」
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一
、
は
じ
め
に

　
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
法
式
家
で
あ
る
八
橋
玉

純
師
（
以
下
、
敬
称
略
）
は
、
現
行
の
『
浄
土
宗
法
要
集（
１
）』
に
も
転

載
さ
れ
て
い
る
旧
『
浄
土
宗
法
要
集（
２
）』
の
跋
文
に
「
法
式
調
査
会
は

大
正
十
三
年
一
月
廿
七
日
最
後
の
委
員
会
を
増
上
寺
書
院
に
於
い
て

八
橋
玉
純
師
の
生
涯
に
つ
い
て

八　

橋　

秀　

法

八橋玉純師肖像
大正八年四月二十五日

知恩院御忌大会　御当日導師
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開
催
し
、
委
員
長
望
月
信
亨
僧
正
の
下
に
京
都
八
橋
玉
純
上
人
、
大

野
誓
貫
上
人
、
東
京
千
葉
満
定
上
人
、
今
岡
達
音
上
人
相
会
し
熟
議

の
上
、
同
年
四
月
七
日
「
宗
定
浄
土
宗
法
要
集
」
折
本
上
下
二
巻
を

刊
行
し
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
宗
法
要
集
の
出
版
、

浄
土
宗
の
法
式
の
整
備
に
少
な
か
ら
ぬ
功
労
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
巷
間
に
見
ら
れ
る
八
橋
玉
純
に
関
す
る
文
章
は
、

些
か
誤
解
が
含
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
。
晩
年
を
過
ご
し
た
西
願
寺
所

蔵
の
史
料
等
を
元
に
、
八
橋
玉
純
の
生
涯
を
辿
り
、
そ
の
誤
り
を
正

し
て
い
く
。
な
お
参
考
資
料
と
し
て
、
浄
土
宗
大
辞
典
の
項
目
執
筆

に
際
し
て
作
成
し
た
年
譜
を
一
部
省
略
の
上
、
本
論
末
尾
に
添
え
る
。

二
、
生
没
年
お
よ
び
住
職
歴

　『
浄
土
宗
日
常
勤
行
式
の
総
合
的
研
究（
３
）』
に
は
「
八
橋
玉
純
（
一

八
六
三
～
一
九
三
八
）
京
都
西
願
寺
住
職
。
仏
教
専
門
学
校
・
尼
衆

学
校
な
ど
で
法
式
を
講
じ
る
。
昭
和
十
三
年
七
月
二
十
一
日
、
世
寿

七
十
五
。
著
書
に
『
浄
土
宗
法
式
要
集
』（
同
七
年
刊
、
共
編
）
が

あ
る
。」
と
の
註
が
あ
る
。

　
自
筆
履
歴
書
に
よ
れ
ば
、
彼
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
尾
張
国

葉
栗
郡
宮
田
村（
４
）の
生
ま
れ
で
あ
る
。
も
し
一
八
六
三
年
の
生
ま
れ
な

ら
ば
、
明
治
十
年
の
宗
戒
相
承
の
時
点
で
満
十
四
歳
と
な
り
、
明
治

初
年
の
混
乱
期
と
は
い
え
、
首
肯
し
が
た
い
。
た
だ
し
、
相
承
を
受

け
る
為
に
年
齢
を
偽
っ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　
明
治
二
〇
年
に
滋
賀
・
野
田
山
村
に
あ
っ
た
蓮
聲
院（
５
）、

同
年
、
京

都
・
仁
王
門
に
あ
っ
た
大
雲
寺（
６
）の

住
職
と
な
っ
た
後
、
明
治
二
四
年

よ
り
、
京
都
三
条
に
あ
っ
た
西
願
寺（
７
）の

第
廿
三
世
の
住
職
を
勤
め
る
。

西
願
寺
第
廿
一
世
唯
譽
玉
心
（
真
葛
原
玉
心
）
が
、
得
度
し
た
性
高

院
の
同
門
で
あ
り
、
そ
の
関
係
に
よ
り
西
願
寺
に
入
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
昭
和
三
年
に
は
西
願
寺
を
退
き
、
伏
見
・
源
空
寺
に
転
住
す
る
が
、

昭
和
七
年
に
は
後
任
住
職
に
譲
り
、
西
願
寺
に
て
隠
棲
・
療
養
す
る
。

　
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
西
願
寺
に
て
入
寂
す
る
。
文
久
元
年

の
生
で
あ
る
な
ら
ば
、
計
算
上
、
享
年
は
数
え
で
七
十
八
歳
と
な
る

は
ず
で
あ
る
が
、
西
願
寺
過
去
帳
お
よ
び
位
牌
の
記
載
は
七
十
九
歳

と
な
っ
て
い
る
。
生
年
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
が
仔
細
は
不
明

で
あ
る
。

三
、
法
式
の
指
導

　
大
正
四
年
よ
り
知
恩
院
加
行
僧
に
対
し
て
、
ま
た
大
正
八
年
よ
り

京
都
普
通
教
習
所
（
昭
和
五
年
よ
り
京
都
普
通
宗
学
院
と
改
称
）、

大
正
一
五
年
よ
り
仏
教
専
門
学
校
お
よ
び
尼
衆
学
校
な
ど
で
法
式
を
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講
授
す
る
。

　
昭
和
二
年
・
三
年
に
は
、
昭
和
五
年
に
迫
っ
た
善
導
大
師
千
二
百

五
十
年
遠
忌
に
向
け
て
各
地
の
普
通
講
習
会
な
ど
で
法
事
讃
の
講
習

を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
堀
練
雄
は
こ
の
講
習
を
「
諸
處
に
出
張
し

法
事
讃
を
指
導
さ
れ
て
居
る
が
そ
れ
は
果
し
て
何
に
據
つ
て
指
導
さ

れ
た
の
か
？
そ
の
事
實
の
跡
を
聞
く
に
全
く
大
原
式
で
も
無
く
ま
た

傳
統
も
明
か
に
さ
れ
て
居
な
い
。
極
端
に
批
難
す
れ
ば
傳
來
不
明
の

い
か
ゞ
は
し
き
指
導
で
あ
つ
た
と
も
言
へ
ば
言
へ
る
が
抑
も
之
は
何

う
し
た
事
で
あ
ら
う
か
？
」（
原
文
マ
マ（
８
））

と
批
判
し
て
い
る
。

　
昭
和
七
年
に
は
京
都
普
通
宗
学
院
・
仏
教
専
門
学
校
・
尼
衆
学
校

の
職
を
辞
し
て
い
る
。
仏
教
専
門
学
校
・
尼
衆
学
校
の
免
職
辞
令
の

日
付
は
十
一
月
だ
が
、『
𠮷
水
学
園
史（
９
）』
に
は
昭
和
七
年
三
月
に
退

職
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
実
務
か
ら
退
い
た
の
は
、
辞
令
の
日
付

よ
り
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

四
、
声
明

　『
聲
明
（
乾
の
巻）
1（
（

）』
の
祖
山
の
「
聲
明
伝
承
の
系
譜
」
の
図
で
は
、

天
台
の
多
紀
道
忍
よ
り
伝
承
を
受
け
た
よ
う
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。

改
版
さ
れ
た
『
淨
土
宗
聲
明
集
）
11
（

』
で
は
、
天
台
系
聲
明
の
伝
承
の
系

譜
と
併
記
さ
れ
た
浄
土
宗
祖
山
系
聲
明
の
冒
頭
に
大
野
誓
貫
と
共
に

八
橋
玉
純
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
田
宗
一
は
、「
浄

土
宗
知
恩
院
の
声
明
家
）
12
（

」「
浄
土
宗
に
お
け
る
声
明
の
第
一
人
者
で

あ
り
、
天
台
大
原
声
明
に
も
通
じ
て
い
た
人
で
あ
る）
13
（

」
八
橋
玉
純
が

添
筆
し
た
思
わ
れ
る
叡
山
文
庫
蔵
の
六
時
礼
讃
本
を
資
料
と
し
て
用

い
て
い
る
。

　
八
橋
玉
純
は
明
治
四
三
年
京
都
大
原
に
お
い
て
魚
山
声
明
の
伝
授

を
受
け
て
い
る
。
明
治
二
三
年
よ
り
法
要
係
と
し
て
知
恩
院
御
忌
に

出
勤
し
、
ま
た
知
恩
院
で
勤
め
ら
れ
た
多
く
の
法
要
に
出
仕
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
く
声
明
の
心
得
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
同
四
四
年
に
奉
修
さ
れ
た
法
然
上
人
七
百
年
遠
忌
法
要
の
前
に
、

改
め
て
天
台
魚
山
声
明
の
指
導
と
伝
授
を
受
け
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
授
を
受
け
た
の
は
、
瀧
本
深
達
か
ら
で
あ
っ

て
多
紀
道
忍
か
ら
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
岩
田
が
資
料
と
し

て
用
い
て
い
る
叡
山
文
庫
蔵
の
八
橋
玉
純
添
筆
の
六
時
礼
讃
本
）
1（
（

は
、

多
紀
道
忍
旧
蔵
本
で
あ
る
。
多
紀
道
忍
と
の
交
流
が
あ
っ
た
証
左
で

あ
る
が
、
八
橋
玉
純
か
ら
多
紀
道
忍
に
伝
わ
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ

る
。

　
ま
た
大
正
元
年
に
は
真
如
堂
の
『
引
聲
阿
弥
陀
経
』
の
伝
授
を
受

け
、
大
正
二
年
に
『
慈
覚
大
師
伝
来
引
聲
阿
弥
陀
経
』
を
書
写
し
て

い
る）
1（
（

。
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五
、
悉
曇

　
八
木
宣
諦
は
、「
声
明
は
天
台
宗
の
多
紀
道
忍
に
学
び
、
梵
字
は

特
定
の
師
は
不
明
だ
が
、
古
く
知
恩
院
で
は
真
言
宗
釈
迦
堂
の
学
匠

よ
り
教
え
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
。）
16
（

」
と
の
解
説
と
共
に
八
橋
玉

純
の
書
い
た
梵
字
名
号
）
1（
（

を
紹
介
し
て
い
る
。

　
八
橋
玉
純
は
大
正
三
年
に
悉
曇
十
八
章
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
が
、

真
言
宗
で
は
な
く
天
台
宗
の
妙
法
院
門
跡
薗
光
轍
よ
り
の
伝
授
で
あ

る
。
八
橋
玉
純
が
明
治
十
九
年
十
一
月
十
七
日
に
写
し
終
わ
っ
た
杲

寛
と
空
阿
の
記
し
た
『
塔
婆
案
攴
）
1（
（

』
が
西
願
寺
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、

塔
婆
等
に
用
い
る
程
度
の
梵
字
は
以
前
よ
り
習
得
し
て
い
た
考
え
ら

れ
る
。
大
正
四
年
よ
り
知
恩
院
で
加
行
僧
に
法
式
を
講
授
す
る
前
に
、

正
式
な
伝
授
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

六
、
著
作

　
著
作
に
は
次
の
三
冊
が
あ
る
。

　『
新
訂
割
笏
打
方
点
付
浄
土
三
部
聖
典
　
清
濁
訓
点
入
』、
一
音
社
、

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）

　『
訓
譯
片
カ
ナ
付
放
生
會
儀
軌
』（
校
閲
）、
一
音
社
、
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）

　『
浄
土
宗
法
式
要
集
』（
宍
戸
壽
榮
と
共
編
）、
近
江
屋
書
店
、
昭

和
七
年
（
一
九
三
二
）

　『
浄
土
宗
辭
典
）
1（
（

』
の
凡
例
に
は
、
編
纂
人
の
一
人
と
し
て
八
橋
玉

純
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
編
纂
作
業
が
始
ま
っ
た
の
は

昭
和
五
年
で
あ
る
。
二
年
後
の
昭
和
七
年
に
退
職
し
て
い
る
の
で
、

あ
ま
り
関
与
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

七
、
最
後
に

　
西
願
寺
所
蔵
の
八
橋
玉
純
関
係
文
書
は
、
経
歴
に
関
わ
る
文
書
が

主
で
あ
る
。
そ
の
為
、
不
明
な
部
分
の
多
い
具
体
的
な
活
動
、
例
え

ば
、
浄
土
宗
法
要
集
の
出
版
に
際
し
て
果
た
し
た
役
割
、
堀
練
雄
が

強
い
言
葉
で
批
判
し
て
い
る
法
事
讃
の
講
習
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
解
明
を
期
し
た
い
。
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参
考
資
料
、
年
譜
（
年
齢
は
数
え
年
）

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

三
月
十
日

尾
張
国
葉
栗
郡
宮
田
村
に
八
橋
弥
七
・
の
ぶ
の
三
男
と
し
て
出
生

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

十
月
七
日

十
一
歳

愛
知
県
名
古
屋
市
門
前
町 

性
高
院 

眞
葛
原
空
阿
海
玉
の
許
に
て
得
度

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

十
一
月

十
七
歳

大
本
山
増
上
寺
温
譽
（
大
宣
）
権
大
僧
正
よ
り
宗
戒
相
承

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
二
月
十
七
日

十
八
歳
「
教
導
職
試
補
」
被
申
付

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
九
月
二
日

十
九
歳

香
衣
許
可

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
四
月
二
六
日

九
月
十
三
日

二
三
歳

璽
書

特
薦
に
て
「
權
少
講
義
」
に
補
せ
ら
れ
る

明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
九
月
一
日

二
七
歳

任
「
教
師
補
」

九
月
三
〇
日

滋
賀
県
犬
上
郡
野
田
山
村
蓮
聲
院
住
職

十
一
月
二
九
日

京
都
府
京
都
市
上
京
区
仁
王
門
通
上
ル
北
門
前
町
　
大
雲
寺
（
知
恩
院
末
）
住
職
任
命

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
四
月
二
〇
日

二
八
歳

雑
金
三
衣
被
着
許
可

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
八
月
十
五
日

三
〇
歳

紫
衣
被
着
許
可
（
知
恩
寺
）

こ
の
年
よ
り
、
知
恩
院
御
忌
大
会
法
要
係

明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
九
月
十
六
日

三
一
歳

京
都
府
京
都
市
下
京
区
大
和
大
路
三
条
下
ル
大
黒
町
西
願
寺
（
知
恩
院
末
）
住
職
任
命
（
第

廿
三
世
）。
九
月
十
二
日
入
院
式

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
七
月
八
日

三
五
歳

紫
衣
被
着
許
可
（
知
恩
院
）

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
四
月
二
〇
日

三
六
歳

知
恩
院
御
忌
大
会
初
讃
導
師）

2（
（

を
勤
め
る

六
月
二
四
日

「
御
葬
儀）

21
（

法
要
係
」
嘱
託

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
十
月
二
三
日

三
七
歳

任
「
教
師
」

十
一
月
二
五
日

叙
「
權
少
僧
都
」

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
五
月
十
五
日

三
八
歳

京
極
小
教
区
三
條
組
長
心
得
を
命
ぜ
ら
れ
る

七
月
十
五
日

三
條
組
組
長
を
命
ぜ
ら
れ
る

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
四
月
十
六
日

四
一
歳

地
鎮
式）

22
（

法
要
係
を
命
ぜ
ら
れ
る

明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

四
二
歳

こ
の
年
よ
り
、
知
恩
院
佛
名
会
出
勤

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
八
月
二
〇
日

四
四
歳

京
極
小
教
区
三
条
組
組
長
（
～
明
治
四
○
年
七
月
十
日
）
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明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
九
月
三
日

四
六
歳

叙
「
少
僧
都
」（
六
等
服
）

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
五
月
一
七
日

四
九
歳
「
京
都
市
各
出
張
所
部
内
総
本
山
七
百
年
御
忌
大
会
に
関
す
る
地
方
準
備
委
員
」
に
任
命
さ

れ
る

明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
月
二
五
日

五
〇
歳

宗
祖
大
師
七
百
年
御
忌
法
要
係
を
命
ぜ
ら
れ
る

四
月
五
日

佛
殿
慶
讃
式
法
要
係
を
命
ぜ
ら
れ
る

六
月
十
七
日

魚
山
寳
泉
院
僧
正
深
達
よ
り
『
魚
山
聲
明
入
門
之
章
　
總
禮
頌
』
を
受
け
る

十
二
月
十
日

魚
山
寳
泉
院
僧
正
深
達
よ
り
『
始
段
唄
秘
譜
』『
毀
形
唄
許
可
状
』
を
受
け
る

明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
三
〇
日

五
一
歳

京
極
出
張
所
京
極
東
門
中
末
寺
総
代
（
～
大
正
二
年
九
月
四
日
）

明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
二
月
二
五
日

五
二
歳

勅
諡
明
照
大
師
慶
讃
会
法
要
係

七
月
十
日

「
福
岡
教
区
教
学
講
習
支
会
第
一
回
法
式
声
明
指
南
」
嘱
託

大
正
元
年

十
二
月

東
山
真
如
堂
に
て
『
慈
覚
大
師
伝
来
引
聲
阿
弥
陀
経
』
伝
授
を
受
け
る

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

九
月
十
日

五
三
歳
「
総
本
山
布
教
講
習
所
法
式
講
授
」
嘱
託

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

二
月
二
八
日

五
四
歳

御
宸
翰
奉
迎
法
要
係
を
命
ぜ
ら
れ
る

七
月
二
〇
日

『
悉
曇
一
十
八
章
』
伝
授
を
三
部
都
法
伝
灯
大
阿
闍
梨
光
轍
よ
り
受
け
る

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）

二
月
一
三
日

五
五
歳

叙
「
大
僧
都
」（
四
等
服
）

七
月
十
日

第
八
回
教
学
高
等
講
習
会
科
外
講
師
嘱
託
（
九
州
）

十
一
月
十
七
日

祝
聖
并
勅
額
奉
安
慶
讃
会
法
要
係
を
命
ぜ
ら
れ
る

こ
の
年
よ
り
総
本
山
加
行
僧
に
法
式
講
授

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

十
二
月
二
五
日

五
七
歳

宗
定
法
要
集
編
纂
委
員
任
命

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

四
月
二
五
日

五
九
歳

知
恩
院
御
忌
大
会
　
御
当
日
導
師

九
月
十
二
日

総
本
山
聲
明
師
に
命
ぜ
ら
れ
る

十
月
二
一
日

京
都
普
通
教
習
所
法
式
講
授
嘱
託
（
～
昭
和
五
年
廃
止
）

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）

四
月
十
九
日

六
〇
歳

知
恩
院
御
忌
大
会
　
指
南
導
師

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）

四
月
二
五
日

六
一
歳

知
恩
院
御
忌
大
会
　
御
当
日
導
師

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
五
月

六
二
歳

開
宗
七
百
五
十
年
記
念
大
会
法
式
、
式
衆
に
講
授
。
～
大
正
十
三
年
三
月

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
三
月
十
一
日

六
四
歳

開
宗
七
百
五
十
年
記
年
大
会
式
典
部
法
要
係
主
任
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大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
二
月
十
日

六
五
歳

叙
「
權
僧
正
」（
三
等
服
）

十
月
一
日

「
総
本
山
布
教
講
習
所
法
式
実
習
指
導
」
嘱
託

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四
月
二
六
日

六
六
歳

仏
教
専
門
学
校
講
授
（
法
式
）
任
命

五
月

尼
衆
学
校
法
式
講
授
嘱
託

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

五
月
二
一
日

六
七
歳
「
教
学
講
習
会
法
式
指
導
」
を
命
ぜ
ら
れ
る

五
月
二
五
日

滋
賀
教
区
普
通
講
習
会
。
法
事
讃
実
習
。
～
二
七
日

六
月
十
日

高
等
講
習
会
（
知
恩
院
）
出
席
。
～
十
四
日

七
月
一
日

奈
良
教
区
普
通
講
習
会
。
法
事
讃
実
習
。
～
五
日

七
月
七
日

尾
張
教
区
普
通
講
習
会
。
法
事
讃
礼
讃
伽
陀
実
習
。
～
十
一
日

七
月
二
一
日

高
等
講
習
会
（
別
府
）
講
授
。
法
事
讃
実
習
。
～
二
四
日

七
月
二
八
日

伊
勢
教
区
普
通
講
習
会
。
法
式
并
法
事
讃
実
習
。
～
二
九
日

七
月
三
〇
日

福
井
教
区
普
通
講
習
会
。
法
式
并
法
事
讃
実
習
。
～
八
月
二
日

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

六
月
一
日

六
八
歳

尾
張
教
区
普
通
講
習
会
。
法
式
講
授
。
法
事
讃
并
法
式
。
～
三
日

七
月
十
日

和
歌
山
教
区
普
通
講
習
会
。
法
式
講
授
。
法
事
讃
并
法
式
。
～
十
四
日

九
月
八
日

京
都
教
区
普
通
講
習
会
。
法
式
講
授
。
法
事
讃

十
月
十
一
日

西
願
寺
を
八
橋
亮
純
に
譲
り
、
伏
見
・
源
空
寺
へ
転
住
（
第
丗
二
世
）。
十
一
月
十
八
日
晋

山
式

十
月
十
九
日

一
等
待
遇

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）

四
月
十
日

七
〇
歳

京
都
普
通
宗
学
院
講
授
に
任
ぜ
ら
れ
る

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

九
月
二
日

七
二
歳

源
空
寺
住
職
を
八
橋
貫
亮
に
譲
る

九
月
十
四
日

京
都
普
通
宗
学
院
講
授
　
依
願
免
職

十
一
月
三
〇
日

佛
教
専
門
学
校
講
授
　
兼
　
尼
衆
学
校
講
授
　
依
願
免
職

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
七
月
二
一
日

七
八
歳

入
寂
。
孝
蓮
社
心
譽
上
人
照
阿
如
意
玉
純
老
和
尚

七
月
二
六
日

西
願
寺
に
て
本
葬
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註（
１
）　
『
浄
土
宗
法
要
集　

上
』、
浄
土
宗
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇

二
）、
三
五
〇
頁

（
２
）　
『
浄
土
宗
法
要
集
』　

昭
和
三
九
年
、
浄
土
宗
教
学
局
、（
一

九
六
四
）、
五
九
四
頁

（
３
）　
『
浄
土
宗
日
常
勤
行
式
の
総
合
的
研
究
』、
浄
土
宗
総
合
研
究

所
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
二
四
三
頁

（
４
）　

現
：
愛
知
県
江
南
市

（
５
）　

現
：
滋
賀
県
彦
根
市
。
現
在
、
廃
寺

（
６
）　

後
に
京
都
市
下
京
区
七
条
御
所
ノ
内
西
町
へ
移
転

（
７
）　

昭
和
四
九
年
に
京
都
市
左
京
区
岩
倉
に
移
転

（
８
）　

堀
練
雄
『
浄
土
法
事
讃
勤
行
指
針
』、
お
ぼ
ろ
文
庫
、
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）、
二
七
頁

（
９
）　
『
𠮷
水
学
園
史
』、
𠮷
水
学
園
高
等
学
校
、
昭
和
四
四
年
（
一

九
六
九
）、
一
四
六
頁

（
1（
）　

宍
戸
榮
雄　
『
聲
明
（
乾
の
巻
）』、
出
音
会
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）、
六
頁

（
11
）　
『
淨
土
宗
聲
明
集
』、
総
本
山
知
恩
院
、
平
成
二
二
年
（
二
〇

一
〇
）、
九
六
頁

（
12
）　

岩
田
宗
一
「
六
時
礼
讃
声
明
と
そ
の
旋
律
法
に
つ
い
て　

付
・
礼
讃
本
の
歴
史
的
整
理
試
案
」『
東
洋
音
楽
研
究
』
三

九
・
四
〇
、
一
九
七
六
、
一
七
六
頁

（
13
）　

岩
田
宗
一
「
わ
が
国
に
お
け
る
往
生
（
六
時
）
礼
讃
声
明
の

歴
史
的
展
開
と
現
状
」『
声
明
の
研
究
』、
法
蔵
館
、
平
成
十
一

年
（
一
九
九
九
）、
一
三
二
頁

（
1（
）　

原
本
は
、
堀
尾
貫
務
訂
正
『
六
時
禮
讚　

大
雲
點
附
』、
玉

泉
堂
・
愛
山
堂
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）。
書
き
込
み
に

差
異
の
あ
る
同
じ
本
が
複
数
西
願
寺
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
ど

の
本
と
も
、
巻
末
の
余
白
に
は
香
偈
な
ど
礼
讃
以
外
の
偈
文
の

博
士
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
比
較
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

（
1（
）　

岩
田
宗
一
編
『
声
明
・
儀
礼
資
料
年
表
』、
法
蔵
館
、
平
成

十
一
年
（
一
九
九
九
）、
一
二
六
頁

（
16
）　

八
木
宣
諦
「
梵
字
名
号
に
つ
い
て
」『
佛
教
論
叢
』
四
二
、

一
九
九
八
、
二
一
頁

（
1（
）　

本
稿
冒
頭
の
肖
像
画
上
部
参
照

（
1（
）　

こ
の
『
塔
婆
案
攴
』
や
、
明
治
二
二
年
二
月
に
筆
写
し
た

『
浄
土
信
法
口
決
』
な
ど
で
は
「
瑩
譽
玉
純
」
の
署
名
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
三
七
年
十
月
筆
写
の
『
宗
脈
結
縁
分
』
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で
は
「
孝
蓮
社
心
譽
照
阿
玉
純
」
の
署
名
で
あ
り
、
没
後
の
位

牌
や
過
去
帳
で
は
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
譽
号
が
変
更
に
な

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
学
術
大
会
の
後
、
伝
法
問
題
の

関
係
で
譽
号
が
変
更
に
な
っ
た
事
例
を
ご
示
唆
頂
い
た
。
類
似

事
例
が
あ
れ
ば
是
非
ご
教
示
賜
り
た
い
。

（
1（
）　

佛
教
専
門
学
校
編
『
浄
土
宗
辭
典
』、
大
東
出
版
社
、
昭
和

十
八
年
（
一
九
四
三
）

（
2（
）　

こ
の
折
に
用
い
た
法
則
に
つ
い
て
は
、
泰
博
文
「
知
恩
院
御

忌
諷
誦
の
詩
文
性
に
つ
い
て　

―
併
せ
て
明
治
、
大
正
、
昭
和

御
諷
誦
の
比
較
―
」『
佛
教
論
叢
』
五
二
、
二
〇
〇
八
、
二
七

六
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　

知
恩
院
第
七
七
世
日
野
霊
瑞
葬
儀

（
22
）　

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
地
鎮
式
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一　

は
じ
め
に

　

浄
土
宗
に
お
け
る
師
資
相
承
は
、
宗
祖
法
然
上
人
の
「
嗣
法
の
弟

子
」
と
「
捨
聖
帰
浄
の
弟
子
」
に
分
類
で
き
、『
私
聚
百
因
縁
集
』、

『
浄
土
法
門
源
流
章
』、『
法
水
分
流
記
』
な
ど
に
列
挙
し
た
る
も
の

は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
門
流
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
大
島

泰
信
著
『
浄
土
宗
史
』
に
お
い
て
は
、
①
常
随
給
仕
の
弟
子
、
②
受

法
問
道
の
弟
子
、
③
客
弟
子
、
④
直
弟
子
に
分
類
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
師
弟
関
係
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
何
を
手
が
か
り

に
四
分
類
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
西
山
派
の
證
空
に
は
、「
勝
尾
寺
の
法
門
」
と
い
う
形
で
、

承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
に
宗
祖
か
ら
真
実
他
力
の
念
佛
が
口
伝
相

承
さ
れ
て
い
る⑴

。
浄
土
宗
二
祖
聖
光
へ
の
相
伝
は
、『
善
導
寺
御
消

息
』
の
裏
書
き
に
見
ら
れ
る
様
に
、
二
尊
教
や
師
の
弘
願
に
関
す
る

口
決
は
な
く
、
自
行
数
遍
の
念
佛
と
い
う
宝
地
房
證
眞
の
天
台
教
学

を
基
軸
と
し
た
「
聖
道
浄
土
兼
学
」
の
口
称
念
佛
と
い
う
形
式
の
も

の
で
、「
二
祖
が
宗
祖
よ
り
宗
義
の
正
統
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
、

（
中
略
）
宗
祖
の
有
力
な
門
弟
達
の
等
し
く
是
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
」
と
ま
で
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る⑵

。

　

近
年
浄
土
宗
内
で
は
、
他
力
の
念
佛
と
い
う
独
自
の
発
想
で
、

「
佛
願
力
＝
他
力
」
の
念
佛
往
生
と
い
う
リ
バ
ウ
ン
ド
し
た
他
力
念

佛
が
宗
祖
の
口
称
念
佛
と
い
う
傾
向
に
あ
り
、
他
力
念
佛
の
レ
ト
リ

ッ
ク
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宗
祖
相
伝
の
他
力
の
念
佛

と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
證
空
へ
の
口
伝
を
手
が
か

り
に
真
実
他
力
の
念
佛
像
を
求
め
て
行
き
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

浄
土
宗
の
師
資
相
承
と
は

─
西
山
派
證
空
へ
の
口
伝
を
手
が
か
り
に
─

成
　
田
　
勝
　
美
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二　

師
資
相
承
の
意
義

　
「
相
承
」
に
つ
い
て
、『
新
浄
土
宗
辞
典
』（
四
八
八
頁
）
に
よ
れ

ば
、

師
弟
相
次
で
法
を
伝
承
す
る
こ
と
。
詳
し
く
は
師
資
相
承
。
あ

る
い
は
付
法
相
承
と
も
い
う
。
こ
れ
を
大
別
す
れ
ば
二
種
あ
っ

て
①
一
は
師
資
相
親
し
く
、
面
授
口
決
し
て
血
脈
譜
ま
た
は
衣

鉢
等
を
伝
承
す
る
も
の
を
い
い
、
②
二
は
経
巻
に
依
憑
し
、
ま

た
は
夢
告
等
に
よ
っ
て
法
を
相
承
す
る
を
い
う
。
ま
た
前
者
を

師
資
相
承
、
嫡
々
相
承
、
直
接
相
承
、
口
授
相
承
、
口
決
相
承
、

知
識
相
承
、
付
法
相
承
と
い
い
、
禅
宗
二
十
八
祖
、
浄
土
の
六

祖
相
承
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
後
者
を
依
用
相
承
、

経
巻
相
承
と
い
い
、
浄
土
八
祖
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。

と
以
上
の
様
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
面
授
相
承
と
経
巻
相
承
の
二
種

類
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
師
資
相
承
は
①
の
面
授
口
決
し
て
血
脈
譜
ま

た
は
衣
鉢
を
伝
承
す
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な

る
の
は
、
唐
の
善
導
大
師
か
ら
法
然
上
人
へ
の
相
伝
に
約
五
百
年
の

隔
た
り
が
あ
り
、『
選
擇
本
願
念
佛
集
』（
第
十
六
章
）
に
よ
る
と
、

「
毎
夜
夢
中
ニ
有
レ
僧
指
二ス
授
玄
義
一ヲ
」
と
あ
り
、
両
者
に
お
け
る
「
面

授
相
伝
」
と
は
夢
上
中
の
指
授
と
い
う
異
例
の
も
の
で
、
こ
れ
は
申

す
ま
で
も
な
く
宗
祖
の
宗
教
体
験
よ
り
生
じ
た
る
師
資
相
承
の
形
で

あ
る
と
い
え
る
。
正
確
な
相
承
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
②
の
経
巻

相
承
に
よ
る
方
が
無
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

浄
土
宗
の
「
五
重
相
伝
」
に
お
い
て
は
、「
四
句
の
偈
」
と
「
二

祖
対
面
図
」
と
い
う
懸
軸
を
用
い
て
口
授
相
伝
の
明
か
し
と
説
明
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
浄
土
宗
徒
と
し
て
心
得
ね
ば
な
ら
ぬ
点

は
、
師
資
相
承
と
は
師
匠
に
よ
り
弟
子
が
面
授
口
決
し
て
血
脈
譜
ま

た
は
衣
鉢
を
伝
承
す
る
も
の
で
、
授
手
印
相
承
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

三　

自
行
自
力
か
ら
利
他
へ
の
移
行

　

佛
道
修
行
に
お
け
る
「
戒
定
慧
の
三
学
」
は
、
修
行
課
程
に
不
可

欠
な
指
標
と
な
る
も
の
で
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
第
六
巻
、
第

四
段
）
に
は
、

こ
こ
に
我
等
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒
定
慧
の
三
学
の
器
に
非
ず
、

こ
の
三
学
の
外
に
、
我
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
。
我
が

身
に
堪
え
た
る
修
行
や
有
る
と
、
万
の
智
者
に
求
め
、
諸
の
学

者
に
訪
い
し
に
、
教
う
る
に
人
も
な
く
、
示
す
輩
も
な
し
。

と
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
、
三
学
は
達
成
で
き
る
と
い
う
志
向
性

を
示
し
た
も
の
で
な
く
、『
法
句
経
』
の
章
句
（
南
伝
）
に
は
、
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他
人
を
利
す
る
こ
と
、
多
か
る
と
も
、
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、

己
の
利
益
に
怠
る
な
か
れ
。
己
の
本
分
を
知
り
、
そ
の
務
め
に

こ
そ
専
心
な
れ
。
人
己
に
い
さ
さ
か
の
戒
な
け
れ
ば
、
あ
た
か

も
敵か
た
きの

己
に
不
幸
を
望
む
が
ご
と
く
、
己
を
滅
ぼ
す
な
り
。
ま

こ
と
蔓つ
る

草く
さ

の
、
己
が
宿
る
沙
羅
双
樹
を
覆
い
枯
ら
す
が
ご
と
し
。

と
あ
る
修
行
者
の
も
つ
無
指
向
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
定
」
に
よ
っ
て

絞
り
込
み
、
佛
智
の
般
若
に
実
現
性
を
求
め
た
も
の
で
、「
戒
」
を

基
本
軸
と
し
た
三
学
と
は
、
自
利
の
優
先
を
説
き
、
法
然
上
人
諸
伝

記
に
「
三
学
非
器
」
と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
実
務
・
実
践
を
無
視

し
た
鎮
西
派
に
よ
る
独
特
な
解
釈
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
道
元
の

『
正
法
眼
蔵
』
に
よ
る
と
、

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な

ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。

と
以
上
の
如
く
、
自
己
を
中
心
に
置
か
ず
、
没
我
に
真
実
の
自
己
を

求
め
た
他
力
の
知
で
、
西
山
派
の
證
空
に
よ
る
と
行
門
・
観
門
・
弘

願
門
は
、
三
学
の
総
括
と
見
る
べ
き
で
、
他
力
と
は
、
法
然
上
人
独

自
の
も
の
で
は
な
く
、
道
元
禅
師
自
筆
の
「
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ

は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。」
に
共
通
項
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

道
元
禅
師
と
法
然
上
人
の
共
通
点
は
、
行
に
あ
り
、
行
に
は
、
自

然
な
力
（natural energy

）
と
流
動
性
を
も
た
ぬ
力
（uncurrentable 

energy

）
の
二
種
類
が
あ
り
、
自
然
な
力
と
は
、「
流
れ
て
い
る

時
」
の
志
向
性
を
指
し
、「
戒
定
慧
の
三
字
」
は
、
こ
のnatural 

energy

（
自
力
）
に
該
当
し
、『
正
法
眼
蔵
』
は
、
道
元
禅
師
が
亡

く
な
る
直
前
ま
で
書
き
綴
ら
れ
た
二
十
年
に
わ
た
る
八
十
七
巻
の
大

著
で
、
特
に
「
而に

今こ
ん

」
と
は
、「
流
れ
て
い
な
い
時
」（
他
力
）
を
指

し
、「
空
＝
他
力
」
だ
と
し
、
法
然
上
人
晩
年
の
「
他
力
念
佛
の
口

伝
」
も
同
様
で
、
自
行
か
ら
利
他
行
へ
、
自
我
か
ら
沒
我
と
い
う
志

向
性
の
中
に
専
修
念
佛
と
曹
洞
禅
を
結
び
つ
け
る
共
通
点
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。（
図
表
参
照
）

　

従
っ
て
、「
坐
禅
」、「
瞑
想
」
と
他
力
の
念
佛
に
は
、
沒
我
的
な

共
通
点
が
あ
り
、「
流
れ
て
い
な
い
時
」
こ
そ
「
他
力
を
利
す
る
こ

と
」
へ
の
転
換
期
と
見
る
べ
き
で
、
禅
念
一
如
（appointm

ent of 
Zen and N

enbutsu

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
他
力
と
い
う

共
通
項
上
に
、
證
空
と
道
元
が
異
母
兄
弟
で
結
び
あ
っ
て
い
た
と
は

実
に
驚
き
で
あ
る
。
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四　

浄
土
宗
は
自
力
の
念
佛
か
他
力
の
念
佛
か

　

浄
土
宗
（
鎮
西
派
）
に
お
け
る
授
手
印
相
承
は
、
浄
土
宗
西
山
派

の
弘
願
他
力
の
念
佛
へ
の
対
抗
策
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
二
祖
聖

光
の
記
す
『
善
導
寺
御
消
息
』（
原
本
は
存
在
し
な
い
）
は
、
直
弟

子
の
入
阿
に
口
伝
相
承
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
行
自

力
の
念
佛
口
伝
で
、
他
力
念
佛
を
示
す
内
容
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
宗
祖
か
ら
聖
光
に
「
他
力
念
佛
」
の
相
伝
が
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
又
二
尊
教
に
つ
い
て
も
、
宗
祖
の
口
決
は
な
く
、
聖
光

の
自
行
自
力
の
念
佛
は
、
お
そ
ら
く
師
の
法
地
房
證
眞
に
深
く
関
与

し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
円
信
（
證
眞
の

弟
子
）
―
良
忠
と
い
う
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
山
の
念
佛
に
付
随

し
た
「
但
念
佛
」、
天
台
念
佛
に
重
要
な
位
置
を
し
め
る
『
大
智
度

論
』
に
原
由
が
あ
り
、
天
台
念
佛
復
古
の
「
空
」
の
念
佛
思
想
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。
三
祖
良
忠
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
、
念
佛
相
承
に
は
、

す
べ
て
二
祖
聖
光
の
言
に
極
め
て
忠
実
で
、
宗
祖
の
真
意
は
ほ
と
ん

ど
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
西
山

派
證
空
の
弘
願
義
批
判
に
あ
り
、
何
故
西
山
義
の
内
容
を
證
空
自
身

に
直
接
確
認
し
て
い
な
い
の
か
も
不
思
議
で
あ
る
、
良
忠
の
確
認
し

て
い
な
い
疑
問
の
中
に
、
他
力
念
佛
の
相
伝
が
あ
り
、
こ
の
證
空
相

伝
が
鎮
西
派
正
統
化
へ
の
障
壁
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
、
更
に
つ
き

つ
め
る
と
、
聖
光
の
直
弟
子
入
阿
が
何
故
三
祖
を
継
承
し
て
い
な
い

の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
又
一
方
、
宗
祖
相
伝
の
弘
願
他
力
の
念
佛
が

三
祖
良
忠
に
よ
っ
て
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
の
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

「
た
だ
一
向
の
念
佛
」
と
は
、「
但
念
佛
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
も

の
で
、
弘
願
他
力
の
念
佛
と
い
う
要
素
は
な
く
、
天
台
の
「
空
」
の

念
佛
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
正
確
な
宗
祖
相
伝
の
真
実
他
力
の
念
佛

と
は
掛
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
證
空
が
直
接
『
選
擇
本
願

念
佛
集
』
の
編
集
に
関
与
し
、
宗
祖
相
伝
が
名
実
化
し
た
段
階
で
、

劣
勢
に
立
た
さ
れ
た
聖
光
の
対
応
策
が
『
善
導
寺
御
消
息
』
と
「
授

手
印
相
承
」、「
但
念
佛
」
と
い
う
天
台
「
念
佛
」
の
復
古
論
で
、
了

恵
の
『
漢
語
燈
録
』、『
和
語
燈
録
』
に
お
け
る
改
竄
内
容
は
、
そ
の

痕
跡
を
と
ど
め
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
西
山
国
師
絵
伝
』（
巻
一
）
に
よ
れ
ば
、

こ
の
書
（『
選
擇
集
』）
に
不
審
の
事
あ
ら
む
す
る
を
は
、
誰
人

に
か
決
す
へ
き
と
尋
申
さ
れ
け
れ
は
、
善
慧
房
と
申
儈
に
、
所

存
趣
を
は
悉
命
し
置
よ
し
を
そ
申
さ
れ
け
る
。
さ
る
程
に
師
匠

の
存
日
に
御
書
を
も
て
、
善
慧
房
給
へ
き
よ
し
を
仰
送
ら
れ
け

り
、
御
返
事
に
、
め
さ
れ
候
弟
子
儈
善
慧
房
、
今
明
の
間
に
進

す
へ
く
候
。
愚
意
の
所
存
に
聊
も
違
せ
さ
る
も
の
に
候
と
の
せ
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ら
れ
た
り
。
附
法
の
正
統
な
る
こ
と
、
誰
か
こ
れ
を
あ
ら
そ
ふ

べ
き
や
、
す
な
は
ち
御
請
に
應
し
て
、
正
治
元
年
己未
、
殿
中
に

し
て
、
師
に
か
は
り
て
選
擇
集
を
尊
閣
に
讀
授
た
て
ま
つ
ら
る
、

其
時
は
纔
に
年
廿
三
な
り
。（
下
略
）。

と
見
ら
れ
、
證
空
が
宗
祖
の
「
付
法
の
正
統
な
弟
子
」
で
あ
る
こ
と

は
、
関
白
九
条
兼
実
の
公
認
す
る
と
こ
ろ
で
、「
上
人
、
弟
葉
多
し

と
い
へ
と
も
、
ま
さ
し
く
眞
實
の
義
を
さ
つ
く
る
も
の
は
善
慧
房
な

り
」（
巻
二
）
と
確
認
で
き
る
様
に
、
證
空
の
浄
土
宗
二
祖
継
承
は

不
動
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
他
力
念
佛
往
生
に
つ
い
て
、『
知
恩
』
二
〇
〇
九
年

二
月
号
に
よ
れ
ば
、

浄
土
宗
で
は
お
念
仏
は
浄
土
に
往
生
し
て
い
く
た
め
に
声
に
出

し
て
称
え
る
「
行
」
で
あ
り
、
私
の
方
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
に
対

し
て
称
え
る
も
の
で
す
。
こ
の
世
は
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の

世
界
と
は
別
の
「
迷
い
の
世
界
」
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
中

で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
信
」
よ

り
「
行
」
が
先
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
同
じ
で
し
た
が
、
や
は

り
違
い
も
大
き
い
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
ま
し
た
。

と
あ
り
、『
知
恩
』
二
〇
一
一
年
四
月
号
に
お
い
て
は
、

法
然
上
人
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
「
称
名
念
仏
」

の
み
が
阿
弥
陀
仏
の
御
心
に
適
う
行
と
お
受
け
取
り
に
な
っ
た

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
浄
土
宗
で
は
念
仏
だ
け
が
往
生
行
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
信
」
と
「
行
」
が
揃
え
ば
、
阿

弥
陀
仏
は
そ
の
本
願
力
（
他
力
）
を
私
た
ち
に
回
し
向
け
て

（
＝
回
向
し
て
）
下
さ
い
ま
す
。
図
の
「
阿
弥
陀
仏
」
か
ら

「
私
達
」
へ
の
矢
印
は
ま
さ
に
そ
れ
を
表
し
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
そ
の
本
願
力
（
＝
他
力
）
の
お
陰
で
往
生
で
き
る
と
い
う

わ
け
で
す
。

と
確
認
で
き
、
左
の
図
表
は
、
安
達
俊
英
師
が
作
成
さ
れ
た
浄
土
宗

の
他
力
念
佛
往
生
を
示
す
も
の
で⑶

、
安
達
師
は
、
念
佛
と
は
阿
弥
陀

佛
に
称
え
る
こ
と
が
他
力
の
念
佛
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
様
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
證
空
が
指
摘
し
て
い
る
善
導
大
師
の
「
念
々
不
捨
者
是
名

正
定
之
業
」
を
心
得
て
い
な
い
訳
で
、
あ
く
ま
で
も
「
さ
れ
ば
唱
ふ

る
功
に
よ
り
て
往
生
す
る
ぞ
と
申
す
に
は
あ
ら
ず
」
と
断
言
し⑷

、
阿

弥
陀
佛
の
存
在
そ
の
も
の
が
凡
夫
往
生
そ
の
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

安
達
師
は
、
確
か
に
「
浄
土
宗
で
は
念
仏
だ
け
が
往
生
行
」
と
な
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
当
に
、「
私
た
ち
は
そ
の
本
願
力
（
他
力
）

の
お
陰
で
往
生
で
き
る
」
と
い
う
他
力
の
念
佛
が
宗
祖
の
口
伝
相
承

に
実
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
（
＝
他
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力
）
を
私
た
ち
に
回
し
向
け
て
い
た
だ
く
こ
と
」
で
他
力
の
往
生
と

言
え
る
だ
け
の
確
証
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

他
力
の
念
佛
往
生
と
は
、
筆
者
が
作
成
し
た
る
西
山
派
の
他
力
念

佛
往
生
を
示
す
図
表
に
あ
る
様
に
、
念
佛
が
往
生
の
正
因
と
せ
ず
、
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他
力
の
慈
悲
が
往
生
の
正
因
と
な
り
、
弘
願
他
力
念
佛
往
生
へ
の

「
佛
体
即
行
」
で
、
阿
弥
陀
佛
の
名
号
の
働
き
も
共
有
し
、
衆
生
救

済
の
大
悲
誓
願
に
て
、
念
佛
即
往
生
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

證
空
に
よ
れ
ば
、

南
無
と
い
ふ
は
、
正
し
き
我
等
が
体
な
り
。
即
ち
三
心
な
り
。

故
に
此
の
南
無
が
阿
弥
陀
佛
の
体
に
具
せ
ら
れ
て
、
名
号
と
な

る
ぞ
、
と
心
得
る
所
が
往
生
に
て
あ
る
な
り
。

と
示⑸

し
、
南
無
は
私
た
ち
の
発
す
心
で
、
三
心
で
あ
り
、
こ
の
南
無

が
阿
弥
陀
佛
と
な
る
の
だ
と
心
得
る
こ
と
が
「
往
生
に
て
あ
る
な

り
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
山
派
に
お
い
て
当
得
往
生
、
臨
終

往
生
と
せ
ざ
る
は
、
弘
願
念
佛
（
衆
生
往
生
を
勧
め
る
佛
の
念
佛
が

顕
現
し
た
の
も
の
）
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

五　

終
わ
り
に

　

念
佛
往
生
に
つ
い
て
、『
関
本
諦
承
全
集
』（
第
三
巻
）
に
求
め
る

と
、（

前
略
）
信
心
と
は
信
ず
る
心
と
書
い
て
あ
る
、
さ
れ
ば
其
許

は
、
其
許
の
信
ず
る
心
で
参
れ
る
御
浄
土
じ
ゃ
と
思
ふ
の
で
あ

り
ま
す
か
、
若
し
其
許
の
信
ず
る
心
が
本
と
な
っ
て
参
る
の
な

ら
、
其
許
の
信
ず
る
心
で
参
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
や
が
て

自
力
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
と
い
へ
ば
、
い
な
い
な
他
力
で
参
る

の
で
あ
り
ま
す
と
云
は
れ
た
、
さ
れ
ば
信
心
が
な
け
れ
ば
と
い

ふ
信
心
正
因
義
は
、
聊
か
落
着
が
わ
る
い
様
な
こ
と
に
な
っ
て

来
た
。
こ
は
要
す
る
に
、
称
名
が
正
因
で
も
な
け
れ
ば
、
信
心

が
正
因
で
も
な
い
、
正
し
く
往
生
の
種
は
如
来
様
の
御
慈
悲
じ

ゃ
、
阿
弥
陀
佛
者
即
是
其
行
」
と
い
ふ
他
力
じ
ゃ
、
此
の
慈
悲

が
正
因
と
な
り
、
他
力
が
真
因
と
な
っ
て
、
愚
悪
の
凡
夫
が
無

一
物
で
空
手
の
ま
ゝ
に
て
御
浄
土
へ
参
る
の
で
あ
る
。（
下
略
）。

と
あ
り
、
安
達
俊
英
師
の
「
他
力
往
生
」
へ
の
説
明
を
代
弁
し
て
は

い
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
師
資
相
承
の
必
要
性
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

註
⑴
　『
述
誠
』（
第
九
）。

⑵　

恵
谷
隆
戒
『
浄
土
宗
史
』
六
九
頁
―
七
〇
頁
。

⑶　

安
達
師
の
他
力
往
生
に
つ
い
て
、
過
去
四
件
知
恩
院
布
教
師
よ

り
異
義
が
あ
り
、
筆
者
は
、
二
祖
聖
光
へ
の
他
力
念
佛
の
相
承

が
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
次
第
で
あ
る
。

⑷　
『
述
誠
』（
第
九
）

⑸　
『
述
誠
』（
第
一
）
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一
、

　

奈
良
市
に
あ
る
私
の
寺
で
は
、
一
九
六
一
年
以
降
、
奈
良
市
役
所

よ
り
行
旅
死
亡
人
等
の
身
元
不
明
者
ら
の
遺
骨
を
預
か
り
保
管
を
委

託
さ
れ
て
い
る
。
今
日
ま
で
に
、
約
五
六
〇
人
が
預
け
ら
れ
た
。

　

保
管
台
帳
の
状
況
を
み
る
と
、
九
十
年
頃
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
の

遺
骨
の
氏
名
や
親
族
名
や
そ
の
住
所
は
判
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

身
元
が
分
っ
て
連
絡
を
し
て
も
、
引
取
り
拒
否
を
す
る
遺
族
が
増
加

し
て
き
た
結
果
、
そ
の
ま
ま
保
管
さ
れ
て
き
た
遺
骨
が
大
部
分
と
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

納
骨
保
管
委
託
状
況
（
平
成
元
年
以
降
）

　

平
成
１
年	

６
体
、

　
　
　

２
年	

７
体
、

　
　
　

３
年	

５
体
、

　
　
　

４
年	

８
体
、

　
　
　

５
年	

10
体
、

　
　
　

６
年	

10
体
、

　
　
　

７
年	

24
体
（
神
戸
震
災
の
年
）、

　
　
　

８
年	

４
体
、

　
　
　

９
年	

９
体

　
　
　

10
年	

10
体

　
　
　

11
年	

13
体

　
　
　

12
年	

18
体

　
　
　

13
年	

16
体

　
　
　

14
年	

10
体

　
　
　

15
年	

18
体

　
　
　

16
年	
23
体

家
族
の
絆
に
つ
い
て	

①

三　

宅　

敬　

誠
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17
年	

19
体

　
　
　

18
年	

16
体

　
　
　

19
年	

17
体

　
　
　

20
年	
22
体

　
　
　

21
年	
21
体

　
　
　

22
年	

22
体

二
、

　

遺
骨
と
な
っ
て
納
め
ら
れ
る
生
前
の
状
況
の
大
部
分
は
、
独
居
の

高
齢
者
世
帯
で
あ
り
、
市
の
生
活
保
護
の
関
係
課
の
管
轄
下
に
あ
る

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
医
療
扶
助
な
ど
の
生
活
保
護
の
扶

助
に
関
係
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
遺
産
と

い
う
よ
う
な
後
に
引
き
継
ぐ
よ
う
な
資
産
は
皆
無
の
ケ
ー
ス
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
市
の
方
か
ら
遺
族
に
連
絡
し
て
も
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
自
分
の
親
で
あ
っ
て
も
、
引
き
取
り
拒
否
と
い
う

形
で
返
答
が
返
っ
て
く
る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
推
測
で
は
あ
る
が
、

も
し
引
き
取
っ
た
場
合
、
引
き
取
っ
た
家
族
と
し
て
は
、
遺
骨
や
そ

れ
に
伴
う
作
法
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
仏
壇
や
位
牌
や
墓
や
、

あ
る
い
は
、
寺
院
や
僧
侶
へ
の
依
頼
な
ど
、
多
く
の
臨
時
の
出
費
と

新
た
な
馴
れ
な
い
仕
事
に
み
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
一
見
、
主
に
経
済
的
な
理
由
で
、
現
代
の

家
族
の
死
後
の
家
族
に
対
す
る
絆
は
、
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
経
済
的
な
問
題
だ
け
で
説
明

で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

東
洋
の
文
化
、
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
は
家
族
と
い
う
も
の
は
、

そ
の
意
識
に
お
い
て
横
の
空
間
的
な
概
念
だ
け
で
な
く
、
縦
軸
の
時

間
的
な
概
念
の
中
に
お
い
て
も
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
亡
く
な
っ
た
父

母
な
ど
先
祖
を
も
含
め
た
意
識
の
な
か
で
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

点
で
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
決
定
的
に
異
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は

先
祖
供
養
の
宗
教
文
化
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に

キ
リ
ス
ト
教
は
、
先
祖
供
養
を
敵
視
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
キ
リ
ス
ト

教
が
普
及
し
た
の
は
、
そ
の
地
に
お
い
て
祖
先
崇
拝
の
根
絶
に
成
功

し
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

現
代
、
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
死
者
に
対
し
て
の
宗
教
文
化
は
、
一
般

的
に
言
っ
て
現
代
の
近
代
文
化
に
根
底
を
お
い
て
い
る
文
化
で
は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
文
化
様
式
は
、
い
わ
ゆ
る
封
建
時
代
に
形
成

さ
れ
て
き
た
文
化
で
あ
る
。
現
代
人
の
意
識
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る

礼
儀
や
礼
節
も
、
室
町
や
江
戸
時
代
の
封
建
時
代
に
形
成
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
明
治
以
後
の
近
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
は
皆
無
と

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
は
、
横
よ
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と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
考
え
は
、
近
代
民
主
主
義
の
個
人
を
中
心
と
し
た
思
想

に
、
軽
薄
に
あ
る
い
は
浅
薄
に
影
響
さ
れ
て
、
宗
教
や
宗
教
教
団
の

社
会
的
側
面
を
、
深
く
理
解
せ
ず
に
あ
る
い
は
吟
味
せ
ず
に
、
他
の

教
団
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
か
ら
、
い
わ
ば
、『
バ
ス

に
乗
り
遅
れ
る
な
』
と
い
っ
た
状
況
で
、
策
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
浄
土
宗
の
基
本
構
想
な
ら
び
に
基
本
計
画
は
、
日
本
の
宗
教

や
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
危
機
感
と

言
お
う
か
恐
怖
感
と
い
っ
た
も
の
を
前
提
に
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
、
寺
院
を
取
り
巻
く
環
境
が
、『
家
の
仏
教
か
ら
個
人
の
仏
教

へ
』
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
私
が
い
う
と
こ
ろ
の
宗
教
の
社
会
的
側
面
へ
の
基
本
的

理
解
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
は
、
社
会
的
側
面
と
言

う
の
は
そ
も
そ
も
個
人
の
内
面
の
信
心
や
信
仰
の
深
さ
を
云
々
す
る

も
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
本
来
の
社
会
的
に
果
た
し
て
い
る
役
割
や

機
能
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
ら
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
は
社
会
に
い
る
一

定
の
人
々
や
集
団
を
結
び
付
け
る
役
割
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
人
と
人
を
結
び
付
け
る
『
糊
』
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

り
も
縦
の
絆
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
今
日
を
築
い
て
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

三
、

　

宗
教
を
社
会
的
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
実
質
的
に
は
洋
の
東
西
を

問
わ
ず
、
そ
の
社
会
的
な
基
礎
を
な
す
単
位
は
家
族
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
特
に
わ
が
国
の
既
成
仏
教
の
場
合
は
、
典
型
的
な
も
の
で

あ
る
。

　

人
間
は
、
あ
る
い
は
、
個
人
は
、
た
だ
一
人
で
は
存
在
で
き
な
い
。

少
な
く
と
も
社
会
的
に
、
基
礎
的
と
言
お
う
か
、
あ
る
い
は
、
最
終

的
に
と
言
お
う
か
そ
れ
ぞ
れ
は
家
族
の
中
の
個
人
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
14
年
策
定
の
「
浄
土
宗
基
本
構
想
な
ら
び

に
基
本
計
画
」
を
見
た
場
合
、『
家
制
度
と
密
接
な
檀
家
制
度
と
、

日
常
化
し
た
教
化
活
動
と
し
て
の
葬
式
・
年
忌
法
要
と
が
果
た
し
て

き
た
意
義
を
、
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。』
と
は
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
現
代
社
会
の
変
革
は
、
家
制
度
を
拡
散
・
解
体
さ
せ
る
の
で
、

寺
院
は
、
新
た
に
『
個
人
と
の
契
約
』
に
よ
っ
て
成
立
つ
社
会
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
今
後
、

寺
檀
関
係
の
重
心
は
家
か
ら
個
人
へ
と
移
行
し
て
い
く
が
、
個
人
単

位
と
な
っ
た
檀
信
徒
の
寺
院
へ
の
帰
属
意
識
を
、
高
め
る
こ
と
に
つ
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て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
社
会
制
度
か
ら
家
族
を
み
て
も
、
家
族
は
そ
の
社
会
で

の
最
小
の
基
礎
的
な
制
度
で
あ
る
。
社
会
の
最
小
の
基
礎
単
位
で
あ

る
家
族
と
言
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
家
族
の
絆
を
そ
の
根
底

で
支
え
結
び
付
け
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
『
家
の
宗
教
』
で
あ
り
、

具
体
的
に
い
え
ば
、
家
に
あ
っ
て
は
『
仏
壇
』、
外
に
あ
っ
て
は

『
墓
』
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
の
社
会
的
側
面
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、

個
人
の
宗
教
な
ど
と
言
う
も
の
は
、
社
会
的
に
存
在
せ
ず
、
存
在
す

る
の
は
、
家
族
の
宗
教
で
あ
り
、
家
族
の
絆
の
永
続
的
な
安
定
を
願

う
た
め
の
宗
教
で
あ
る
。

む
す
び

　

い
ま
こ
こ
で
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
浄
土
宗
の
基

本
構
想
が
『
家
の
仏
教
か
ら
個
人
の
仏
教
へ
』
へ
と
、
時
代
認
識
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
は
誤
認
で
あ
る
と
考
え

る
。
浄
土
宗
の
基
本
構
想
が
い
う
よ
う
に
、
家
と
浄
土
宗
と
い
う
宗

派
の
関
係
が
希
薄
な
も
の
と
な
り
、
浄
土
宗
が
消
滅
し
よ
う
と
も
、

こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
家
の
仏
教
は
、
無
く
な
る
こ
と
は

有
り
え
な
い
。

　

そ
れ
は
、
人
間
が
あ
る
い
は
個
人
が
、
家
族
の
中
の
絆
の
中
で
育

ま
れ
、
家
族
の
絆
の
中
で
家
族
を
育
む
こ
と
が
誰
に
と
っ
て
も
、
必

要
で
あ
る
間
は
、
無
く
な
る
こ
と
は
有
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
共
産

主
義
の
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
レ
ー
ニ
ン
は
、
そ
の
理
想
と
し
て
最

初
は
家
族
と
言
う
も
の
を
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
認
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
言
う
逸
話
が
あ
る
よ
う
に
、
家
族
は
、
人
類
に
と
っ

て
、
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
家
族
と
言
う
集
団
を
結
び
つ
け
成
立
さ
せ
て
い
る
絆
、

そ
れ
は
そ
の
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
役
割
で
あ
り
機
能
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
家
族
の
宗
教
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

三
宅
敬
誠
上
人
に
続
い
て
、
浄
土
宗
基
本
構
想
、
浄
土
宗
教
団
の

歴
史
的
推
移
、
日
本
仏
教
教
団
の
勢
力
分
析
、
浄
土
宗
教
団
の
進
む

べ
き
道
を
提
示
し
た
い
。

二
、 

浄
土
宗
基
本
構
想

　

平
成
十
四
年
二
月
一
日
、
浄
土
宗
水
谷
幸
正
内
局
の
時
、「
浄
土

宗
基
本
構
想
な
ら
び
に
基
本
計
画
」
な
る
も
の
が
発
表
、
今
後
、
寺

檀
関
係
の
重
心
は
、
家
か
ら
個
人
へ
と
移
行
し
て
い
く
。

　

個
人
単
位
と
な
っ
た
壇
信
徒
の
寺
院
へ
の
帰
属
意
識
、
地
域
社
会

の
中
で
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
寺
院
の
公
共
性
を
、
こ
れ
か

ら
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
再
構
築
し
て
い
く
時
代
で
あ
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
当
に
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
？

　

私
は
、
根
本
的
に
お
か
し
い
と
思
う
。

三
、 

浄
土
宗
教
団
の
歴
史
的
推
移

　

平
安
末
期
の
日
本
仏
教
は
、
国
家
鎮
護
の
仏
教
で
あ
り
、
貴
族
階

級
の
仏
教
で
庶
民
の
仏
教
で
は
な
か
っ
た
。

　

法
然
上
人
は
、
こ
の
現
実
の
姿
を
見
て
、
釈
尊
の
教
え
に
矛
盾
す

る
こ
と
を
痛
感
、
釈
尊
の
教
え
の
中
で
庶
民
が
救
わ
れ
る
も
の
が
必

ず
あ
る
と
の
信
念
の
元
に
修
学
、
善
導
大
師
の
観
経
の
疏
が
眼
に
留

ま
り
、
こ
れ
以
外
に
な
い
と
の
信
念
の
も
と
、
口
称
念
仏
一
行
の
念

仏
布
教
に
励
ま
れ
る
。

　

そ
の
基
本
姿
勢
は
、
阿
弥
陀
仏
の
前
で
は
、
僧
侶
も
一
般
の
人
々

も
平
等
で
あ
る
、
と
い
う
基
本
姿
勢
を
実
践
し
、
ヨ
コ
社
会
の
形
成

に
努
力
、
貴
族
仏
教
か
ら
庶
民
救
済
の
仏
教
へ
転
換
を
は
か
っ
た
。

家
族
の
絆
に
つ
い
て 

②

横
　
井
　
照
　
典
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そ
の
結
果
、
日
本
全
土
に
、
お
念
仏
の
教
え
が
広
が
り
を
見
せ
た
。

　

し
か
る
に
、
独
立
教
団
と
し
て
の
評
価
は
、
十
四
世
紀
に
な
っ
て

も
低
か
っ
た
。

　

法
然
上
人
の
人
柄
に
依
る
も
の
と
考
え
る
が
、
時
の
後
白
河
法
皇
、

高
倉
天
皇
、
後
鳥
羽
天
皇
の
帰
依
を
受
け
、
授
戒
の
戒
師
を
勤
め
ら

れ
る
。

　

そ
の
功
績
と
し
て
、
清
浄
華
院
（
御
所
の
横
）
の
住
職
に
任
じ
ら

れ
る
。
ま
た
、
関
白
太
政
大
臣
九
条
兼
実
公
の
篤
い
帰
依
に
依
り
、

時
の
権
力
者
の
保
護
も
大
き
な
力
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
浄
土
教
団
と
し
て
は
、
法
然
上
人
の
「
阿
弥
陀
仏
の
下

で
は
、
平
等
に
、
全
て
の
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
」
と
い
う
念
仏

同
行
の
ヨ
コ
社
会
が
、
歴
代
上
人
に
引
き
継
が
れ
、
蓮
如
上
人
の
活

躍
に
よ
り
大
き
く
華
が
咲
い
た
。

　

中
で
も
、
七
代
聖
冏
上
人
が
、
宗
脈
、
戒
脈
の
二
系
譜
を
示
し
、

相
承
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
大
き
い
。

　

そ
し
て
教
団
は
、
念
仏
聖
を
中
心
と
し
た
ヨ
コ
社
会
で
あ
っ
た
が

し
か
し
、
徳
川
時
代
に
入
り
、
徳
川
家
康
が
浄
土
宗
の
信
者
で
あ
っ

た
の
で
浄
土
宗
の
外
護
者
と
な
り
、
仏
教
教
団
は
、
時
の
政
治
に
組

み
込
ま
れ
本
来
の
姿
を
失
い
、
縦
割
り
組
織
と
な
り
、
寺
院
は
、
幕

府
体
制
の
下
、
公
権
の
機
構
の
末
端
行
政
機
関
と
し
て
の
役
割
を
す

る
。

　

そ
の
裏
付
け
と
し
て
、
寺
請
制
度
、
寺
領
が
与
え
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
他
宗
か
ら
の
改
宗
、
新
設
寺
院
に
よ
り
、
寺
院
数
が
七
〇

〇
〇
ヶ
寺
に
大
幅
増
と
な
り
、
本
来
の
宗
教
活
動
を
忘
れ
、
体
質
の

弱
体
化
と
な
る
。

　

こ
の
体
制
が
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
へ
て
、

平
成
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
既
成
教
団
は
、
時
代
が
大
き
く
変
化
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
タ
テ
割
り
の
官
僚
組
織
に
執
着
し
た
ま

ま
の
体
制
で
あ
る
。

四
、 

現
在
の
仏
教
教
団
の
勢
力
分
布
表
（
別
紙
）

　

総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
浄
土
宗
は
中
堅
の
教
団
だ
が
、
し
か
し

今
年
の
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
、
親
鸞
上
人
七
百
五
十
年
大
遠
忌

を
比
較
す
る
と
、
教
団
の
力
の
差
が
真
宗
と
明
確
に
な
っ
た
。
企
画

力
、
壇
信
徒
に
対
す
る
姿
勢
と
動
員
力
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
浄
土
宗
の
現
状
を
数
字
の
上
で
考
え
ま
す
と
、

　
　

寺
院
数　
　

七
〇
七
一
ヶ
寺

　
　

僧
侶
の
数　

一
〇
九
六
三
人

　
　

信
徒
数　
　

六
〇
六
〇
九
〇
〇
人

　
　

檀
家
数　
　

一
五
一
五
二
二
五
戸
（
一
戸
四
人
で
計
算
）
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（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
）

　

し
か
し
現
実
で
は
厳
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
山
村
で
は
一
人
暮
し

の
老
人
が
小
さ
な
市
で
も
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
で
年
々
増
加
し
、
つ
る

べ
落
と
し
に
檀
家
数
・
信
徒
数
が
減
少
す
る
。（
葛
城
市
で
一
人
暮

し
は
六
〇
〇
人
）

　

十
年
す
れ
ば
放
置
で
き
な
い
。
寺
院
の
統
廃
合
が
目
前
で
す
。

五
、 

信
仰
は
家
族
単
位

　

日
本
仏
教
教
団
の
信
仰
の
柱
は
、
先
祖
崇
拝
即
ち
先
祖
供
養
、
墓

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
西
暦
前
の
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
微

動
だ
に
せ
ず
、
ア
ジ
ア
人
の
心
の
中
に
流
れ
て
い
る
。

　

い
わ
ば
、
歴
史
的
深
層
を
、
ず
っ
と
流
れ
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
深
層
に
あ
る
宗
教
性
が
、
各
時
代
に
よ
っ
て
形
を
変
え
て

表
層
に
現
れ
て
来
る
の
だ
。

　

そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
社
会
的
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
江
戸
時
代
は
、
寺
請
制
度
の
中
に
姿
を
現
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。

　

我
が
浄
土
宗
の
日
常
法
務
は
、
浄
土
宗
の
教
義
に
は
な
く
、
法
然

上
人
の
大
遠
忌
も
法
然
上
人
の
思
想
に
合
致
し
な
い
。

週刊ダイヤモンド 2008.1.1
総務省サービス業基本調査

宗派系列 開祖 宗派数 主な宗派 主な宗派の本山 寺の数
僧侶の数
（人）

信徒数
（人）

檀家数
（一世帯 4人で）

天台系 最澄 20 天台宗 比叡山延暦寺 3,964 18,216 3,455,849 863,962

真言系 空海 46
高野山真言宗
真言宗智山派
真言宗豊山派

高野山金剛峯寺
智積院
長谷寺

12,010 73,218 11,656,550 2,914,137

浄土宗系
（Ｈ 22.12.31 付）

法然
22

浄土宗 知恩院 7,071 10,962 6,060,900 1,515,225

29,446 54,388 19,553,860 4,888,465浄土真宗系 親鸞
本願寺派
大谷派

西本願寺
東本願寺

臨済系 栄西 15 妙心寺派 妙心寺 5,700 5,213 1,162,608 290,652

曹洞系 道元 1 曹道宗
永平寺
総持寺

14,624 16,465 2,409,529 602,382

日蓮系 日蓮 39 日蓮宗 身延山久遠寺 6,804 106,918 16,031,604 4,007,901
計 72,548 274,418 54,270,000 13,567,500

〈仏教教団勢力分布表〉
全国 72,548 ヶ寺　僧侶 308,760 人
（年間総収入 1兆 954 億）
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さ
て
、
現
代
の
信
仰
の
姿
の
一
つ
、
お
盆
の
先
祖
供
養
は
ど
う
か
。

　

家
族
で
お
墓
参
り
、
実
家
に
都
会
か
ら
親
子
で
帰
り
、
仏
壇
に
お

供
え
を
し
、
墓
参
り
合
掌
念
仏
を
す
る
。

　

家
族
が
核
家
族
に
な
っ
て
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

す
る
と
、
信
仰
の
単
位
は
、
家
族
で
あ
り
、
家
族
の
絆
の
中
心
に

信
仰
、
仏
壇
、
墓
が
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
家
族
＝
○
○
家
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

結
婚
式
で
は
○
○
家
×
×
家
、
お
葬
式
も
△
△
家
と
し
て
、
以
前

と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
も
事
実
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
水
谷
内
局
の
発
表
し
た
、「
浄
土
宗
基
本
構
想

を
根
本
的
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

即
ち
、
寺
檀
関
係
の
重
心
は
家
か
ら
個
人
へ
移
行
す
る
の
で
は
な

く
、
寺
檀
関
係
は
、
家
族
と
の
関
係
、
即
ち
家
と
の
関
係
が
続
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
は
、
最
小
単
位
で
あ
る
家
族
に
所
属
し
て
お
り
、
こ
の
家
族

の
絆
は
強
い
も
の
で
あ
る
。

　

勿
論
、
個
人
の
信
仰
は
自
由
で
あ
る
が
、
家
族
単
位
で
あ
る
。

　

幸
い
、
日
本
民
族
は
多
信
教
で
あ
る
が
、
家
族
の
信
仰
は
、
簡
単

に
は
崩
れ
な
い
。

　

今
、
お
寺
の
住
職
は
、
現
在
の
家
族
単
位
の
檀
家
制
度
を
再
認
識

す
る
と
共
に
、
こ
の
関
係
を
強
化
す
る
努
力
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

現
在
の
お
寺
は
、
壇
信
徒
の
布
施
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
と
津
波
に
よ
り

大
き
な
被
害
を
受
け
た
、
岩
手
・
宮
城
・
福
島
各
県
の
住
民
の
皆
様

の
現
状
を
見
る
に
、
そ
の
家
族
の
生
き
る
姿
は
、
何
も
の
に
も
屈
し

な
い
、
強
い
家
族
の
絆
が
生
き
る
力
と
な
り
、
家
の
復
興
に
、
職
場

の
復
興
に
、
地
域
の
復
興
に
な
っ
て
い
る
。

六
、 

む
す
び

　

宗
は
、
現
状
を
し
っ
か
り
把
握
し
、
檀
家
制
度
は
、
家
族
の
絆
は

信
仰
心
が
、
お
互
い
の
心
の
絆
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
評
価
す
る

と
共
に
、
家
族
の
絆
の
強
化
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
教
化
を
す
る
か
、

明
確
な
方
針
、
立
案
徹
底
し
な
い
と
教
団
は
崩
壊
す
る
。

　

数
年
前
か
ら
、
葬
儀
の
簡
略
化
、
寺
院
の
収
入
は
減
少
し
、
寺
院

の
運
営
は
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
し
て
一
方
で
は
、
五
重
相
伝
、
授
戒
を
更
に
宗
が
支
援
し
、
盛

ん
に
な
る
様
に
す
る
と
共
に
、
講
組
織
を
つ
く
る
努
力
を
し
な
い
と
、

教
団
の
弱
体
化
に
歯
止
め
が
き
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
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家
族
の
絆
を
、
五
重
相
伝
を
通
じ
て
教
化
す
る
こ
と
が
鍵
と
な
る
。

合
掌

　
　
　
○
　
主
な
参
考
文
献

　
一
、
笠
原
一
男 
編 『
日
本
宗
教
史
』
山
川
出
版
社

　
一
、 

山
折
哲
雄
・
大
角
修 

編
『
日
本
仏
教
史
入
門
』
角
川
選
書

　
一
、 『
寺
と
墓
の
秘
密
』
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド 

二
〇
〇
八
年
一
月

　
一
、 

浄
土
宗
『
浄
土
宗
基
本
構
想
な
ら
び
に
基
本
計
画
』
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一
、 

序

　

知
恩
院
の
八
百
年
大
遠
忌
記
念
出
版
シ
リ
ー
ズ
で
、
平
成
二
十
一

年
十
一
月
発
行
の
「
法
然
上
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
３
、「
老
い

の
苦
し
み
病
の
苦
し
み
を
の
り
こ
え
て
」
の
タ
イ
ト
ル
の
小
冊
子
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
聞
き
手
が
知
恩
院
布
教
師
会
の
久
米
慶
勝
上
人

と
前
の
知
恩
院
門
跡
坪
井
俊
映
猊
下
と
の
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
久
米
上
人
が
、「
今
の
世
は
猊
下
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う

に
知
識
的
な
も
の
が
た
く
さ
ん
増
え
、
み
ん
な
余
計
我
執
を
強
く
す

る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
の
教
育
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
…
中
略
…
古
典
を
、
心
に
喜
ぶ
よ
う
な
、
心
の
余
裕
的

な
も
の
が
、
現
代
に
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
も
の
ね
。『
源
氏
物
語
』

を
読
ん
で
感
動
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
教
養
的
な
も
の
が
少
な
い
現

代
人
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
も
す
る
の
で
す
が
。
い
か
に

も
、
も
う
目
先
ば
か
り
追
い
か
け
て
、
余
計
我
執
を
か
き
立
て
ま
す

も
の
ね
。」
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
か
ら
十
二
年
前
よ
り
、
私
の
住
む
紫
波
町
の
日
本

文
学
の
古
典
愛
好
者
に
よ
る
集
ま
り
「
古
典
読
書
会
」
を
始
め
た
。

会
場
は
町
の
中
央
公
民
館
。
当
初
、
中
央
公
民
館
の
公
開
講
座
と
し

て
私
が
講
師
に
頼
ま
れ
、
年
に
数
回
、
三
年
間
行
っ
た
。
そ
の
後
、

自
主
サ
ー
ク
ル
に
な
り
、「
む
ら
さ
き
の
会
」
と
称
し
て
毎
月
一
回

行
い
、
後
に
月
二
回
に
な
る
。
公
開
講
座
の
時
は
、
万
葉
集
や
竹
取

物
語
、
伊
勢
物
語
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
、
各
時
代
の
優
れ
た
作
品
の

有
名
な
部
分
の
み
取
り
上
げ
て
行
な
っ
た
。

（
平
泉
や
秋
田
県
の
象
潟
な
ど
学
習
箇
所
の
研
修
旅
行
も
し
た
。）

　

自
主
サ
ー
ク
ル
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
つ
の
作
品
の
全
文
読
破
形

式
に
し
た
。
会
員
は
講
座
で
は
、
公
民
館
か
ら
実
施
の
度
、
手
紙
で

案
内
が
行
く
の
で
、
三
十
人
ほ
ど
で
賑
や
か
だ
っ
た
が
、
自
主
サ
ー

古
典
文
学
の
中
の
法
然
上
人

吉　

田　

祐　

倫
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ク
ル
で
は
十
数
人
に
減
り
、
い
つ
も
の
出
席
者
は
十
人
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
中
で
浄
土
宗
の
信
徒
は
二
人
だ
け
だ
が
、
寺
の
女
性
の
教
師
も

い
る
。

二
、 

平
家
物
語

　

サ
ー
ク
ル
で
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
「
平
家
物
語
」
で
、
全
文

読
み
終
え
る
の
に
五
年
か
か
っ
た
。
読
書
会
の
や
り
方
は
、
最
初
全

員
で
声
を
出
し
て
斉
読
し
、
次
に
私
が
頭
註
を
も
と
に
し
て
現
代
語

訳
し
解
説
す
る
。
そ
れ
か
ら
皆
で
話
し
合
い
を
す
る
。
出
席
者
は
み

な
古
典
好
き
の
熱
心
な
方
ば
か
り
な
の
で
、
昔
と
現
代
と
を
結
び
つ

け
、
話
が
弾
む
こ
と
が
多
い
。

　

第
一
に
感
じ
る
こ
と
は
、
平
家
に
限
ら
ず
、
ど
の
作
品
も
仏
教
思

想
や
仏
教
に
関
す
る
事
柄
が
多
く
出
て
来
る
の
で
、
仏
教
の
知
識
が

身
に
つ
く
。
そ
し
て
作
品
の
全
文
を
読
了
す
る
と
、
有
名
な
箇
所
だ

け
か
ら
の
知
識
と
は
だ
い
ぶ
異
な
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

平
家
物
語
で
は
、
平
清
盛
は
後
に
孫
を
天
皇
の
座
に
つ
け
る
な
ど

政
権
を
握
る
よ
う
に
な
る
と
、「
平
家
で
な
い
も
の
は
人
に
非
ず
」

と
豪
語
し
、
栄
耀
栄
華
の
限
り
を
尽
く
す
悪
人
の
よ
う
な
見
方
が
あ

る
が
、
全
文
を
読
ん
で
み
る
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
時
で
も
悩
み
苦
し
み
、
世
の
中
や
人
を
思
い
や
る
偉
大
な
人
物
と

し
て
の
姿
も
見
え
て
く
る
。

　

ま
た
、
長
男
の
重
盛
の
方
は
、
よ
く
な
い
父
を
諌
め
る
立
派
な
人

物
だ
と
の
評
価
で
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
な
い
面
も
感
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じ
ら
れ
る
の
だ
。

　

会
の
話
合
い
で
は
、
こ
こ
は
明
ら
か
に
史
実
と
異
な
る
と
か
、
作

者
が
意
図
的
に
創
作
し
て
い
る
（
琵
琶
法
師
が
語
り
変
え
る
）
と
か

異
本
は
？
等
い
ろ
い
ろ
話
が
弾
む
こ
と
が
多
く
楽
し
い
会
で
あ
る
。

な
お
、
使
用
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
書
店
の
「
日
本
古
典
文
学

大
系
」
昭
和
四
十
八
年
発
行
の
も
の
で
あ
る
。
平
家
物
語
で
も
多
く

の
出
版
社
の
も
の
が
あ
る
が
、
私
た
ち
に
は
岩
波
の
こ
れ
が
最
も
よ

く
、
同
じ
岩
波
の
で
も
平
成
に
な
っ
て
か
ら
の
最
近
版
の
は
ど
う
も

な
じ
め
な
い
。

　

平
家
物
語
を
五
年
も
か
か
っ
て
読
ん
だ
の
で
私
は
、
東
京
の
大
学

の
平
家
物
語
の
公
開
講
座
に
数
回
足
を
運
ん
だ
。
講
師
は
、
評
論
家

で
現
代
文
学
に
も
精
通
す
る
菊
田
均
氏
で
、
平
家
物
語
は
平
家
に
寄

り
添
い
、
平
家
の
立
場
か
ら
書
い
て
い
る
敗
者
の
滅
び
の
作
で
、
敗

者
に
対
す
る
鎮
魂
の
文
学
と
解
か
れ
た
。
現
代
に
例
え
る
と
、
生
き

残
り
の
吉
田
満
氏
が
書
い
た
小
説
「
戦
艦
大
和
の
最
期
」
に
似
る
も

の
で
、
死
ん
で
い
っ
た
多
く
の
武
士
や
兵
士
を
救
い
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
気
持
ち
の
上
か
ら
救
い
出
す
働
き
が
あ
る
と
話
さ
れ
た
。

三
、 

法
然
上
人
が
重
衡
に
授
戒

　

清
盛
が
病
死
し
、
源
平
の
争
い
は
富
士
川
の
合
戦
以
後
、
源
氏
方

が
優
位
に
立
ち
義
仲
が
都
を
落
と
し
い
れ
、
七
之
巻
の
最
後
の
所
か

ら
平
氏
一
門
は
都
落
ち
と
な
る
。
義
経
が
鵯
越
か
ら
一
の
谷
を
陥
し
、

な
お
も
攻
め
追
う
と
、
平
氏
は
屋
島
に
逃
れ
、
次
々
と
武
将
が
最
期

を
遂
げ
る
。
清
盛
の
五
男
の
三
位
中
将
の
平
重
衡
は
生
け
捕
ら
れ
た
。

重
衡
は
か
つ
て
南
部
攻
め
の
総
大
将
で
、
奈
良
の
多
く
の
寺
院
を
焼

き
、
多
く
の
人
々
を
殺
し
て
い
る
。

　

平
家
物
語
も
終
わ
り
に
近
い
巻
之
十
の
「
戒
文
」
で
は
、
重
衡
は

出
家
望
み
、
土
肥
次
郎
実
平
を
通
し
て
義
経
に
頼
ん
だ
。
義
経
は
後

白
河
上
皇
に
奏
上
す
る
と
、
上
皇
は
、「
重
衡
が
頼
朝
に
会
っ
て
か

ら
で
な
い
と
今
は
許
さ
れ
な
い
。」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
重
衡
は
「
そ

れ
で
は
、
長
年
師
弟
の
契
り
を
む
す
ん
で
い
る
聖
（
ひ
じ
り
）
に
い

ま
一
度
お
会
い
し
て
後
世
の
こ
と
を
伺
い
た
く
思
う
が
」
と
言
う
と
、

義
経
は
「
聖
と
は
だ
れ
か
」
と
聞
く
。
重
衡
は
「
黒
谷
の
法
然
房
と

申
す
方
で
あ
る
。」
と
言
う
と
、
義
経
は
「
そ
れ
な
ら
さ
し
つ
か
え

な
か
ろ
う
」
と
許
し
た
の
で
、
重
衡
は
法
然
上
人
を
請
じ
て
、
己
の

ご
と
き
悪
人
往
生
の
道
を
尋
ね
る
。
上
人
は
六
字
の
名
号
を
唱
え
れ

ば
極
楽
往
生
は
疑
い
な
し
と
教
え
、
俗
体
の
ま
ま
の
重
衡
に
戒
を
授

け
た
。

　

次
に
、
平
家
物
語
の
そ
の
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。

『
中
將
な
の
め
な
ら
ず
悦
て
、
聖
を
請
じ
た
て
ま
（
ッ
）
て
、
な
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く
な
く
申
さ
れ
け
る
は
、「
今
度
い
き
な
が
ら
と
ら
は
れ
て
候

け
る
は
、
ふ
た
た
び
上
人
の
見
参
に
ま
か
り
入
る
べ
き
で
候
け

り
。
さ
て
も
重
衡
が
後
生
、
い
か
ゞ
し
候
べ
き
。
身
の
身
に
て

候
し
程
は
、
出
仕
に
ま
ぎ
れ
、
政
務
に
ほ
だ
さ
れ
、
驕
慢
の
心

の
み
ふ
か
く
し
て
、
か
つ
て
當
來
の
昇
沈
を
か
へ
り
み
ず
。
…

中
略
…
倩
ら
一
生
の
化
行
を
お
も
ふ
に
、
罪
業
は
須
弥
よ
り
も

た
か
く
、
善
業
は
微
塵
ば
か
り
も
蓄
へ
な
し
。
か
く
て
む
な
し

く
命
お
は
り
な
ば
、
火
穴
湯
の
苦
果
、
あ
へ
て
疑
な
し
。
ね
が

は
く
は
、
上
人
慈
悲
を
を
こ
し
あ
は
れ
み
を
垂
て
、
か
ゝ
る
惡

人
の
た
す
か
り
ぬ
べ
き
方
法
候
者
、
し
め
し
給
へ
。」
其
時
上

人
涙
に
咽
で
、
し
ば
し
は
物
も
の
た
ま
は
ず
。
良
久
し
う
あ

（
ッ
）
て
、「
誠
に
受
難
き
人
身
を
受
な
が
ら
、
む
な
し
う
三
途

に
か
へ
り
給
は
ん
事
、
か
な
し
ん
で
も
猶
あ
ま
り
あ
り
。
し
か

る
を
い
ま
穢
土
を
い
と
ひ
、
淨
土
を
ね
が
は
ん
に
、
惡
心
を
す

て
て
善
心
を
發
し
ま
さ
ん
事
、
三
世
の
諸
仏
も
さ
だ
め
て
隨
喜

し
給
ふ
べ
し
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
出
離
の
み
ち
ま
ち
ま
ち
な
り

と
い
へ
ど
も
、
末
法
濁
乱
の
機
に
は
、
稱
名
を
も
（
ッ
）
て
す

ぐ
れ
た
り
と
す
。
心
ざ
し
を
九
品
に
わ
か
ち
、
行
を
六
字
に

つ
ゞ
め
て
、
い
か
な
る
愚
智
闇
鈍
の
物
も
唱
ふ
る
に
便
り
あ
り
。

罪
ふ
か
け
れ
ば
と
て
、
卑
下
し
給
ふ
べ
か
ら
ず
、
十
惡
五
逆
廻

心
す
れ
ば
往
生
を
と
ぐ
。
功
德
す
く
な
け
れ
ば
と
て
望
を
た
つ

べ
か
ら
ず
、
一
念
十
念
の
心
を
致
せ
ば
來
迎
す
。「
專
稱
名
号

至
西
方
」
と
尺
し
て
、
專
ら
名
号
を
稱
す
れ
ば
、
西
方
に
い
た

る
。「
念
々
稱
名
常
懺
悔
」
と
の
べ
て
、
念
々
に
弥
陀
を
唱
ふ

れ
ば
、
懺
悔
す
る
也
と
お
し
へ
た
り
。「
利
劒
即
是
弥
陀
号
」

を
た
の
め
ば
、
魔
閻
ち
か
づ
か
ず
。「
一
聲
稱
念
罪
皆
除
」
と

念
ず
れ
ば
、
罪
み
な
の
ぞ
け
り
と
見
え
た
り
。
浄
土
宗
の
至
極
、

お
の
お
の
略
を
存
じ
て
、
大
略
こ
れ
を
肝
心
と
す
。
た
ゞ
し
往

生
の
得
否
は
信
心
の
有
無
に
よ
る
べ
し
。
た
ゞ
ふ
か
く
信
じ
て

ゆ
め
ゆ
め
疑
を
な
し
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
若
こ
の
お
し
へ
を
ふ
か

く
信
じ
て
、
行
住
坐
臥
時
處
諸
縁
を
き
ら
は
ず
、
三
業
四
威
儀

に
お
い
て
、
心
念
口
稱
を
わ
す
れ
給
は
ず
は
、
畢
命
を
期
と
し

て
、
こ
の
苦
域
の
界
を
い
で
て
、
彼
不
退
の
土
に
往
生
し
給
は

ん
事
、
何
の
疑
か
あ
ら
ん
や
」
と
教
化
し
給
ひ
け
れ
ば
、
中
將

な
の
め
な
ら
ず
悦
て
、「
こ
の
つ
ゐ
で
に
戒
を
た
も
た
ば
や
と

存
候
は
、
出
家
仕
候
は
で
は
か
な
ひ
候
ま
じ
や
」
と
申
さ
れ
け

れ
ば
、「
出
家
せ
ぬ
人
も
、
戒
を
た
も
つ
事
は
世
の
つ
ね
の
な

ら
ひ
也
」
と
て
、
額
に
か
う
ぞ
り
を
あ
て
て
、
そ
る
ま
ね
を
し

て
、
十
戒
を
さ
づ
け
ら
れ
け
れ
ば
、
中
將
隨
喜
の
涙
を
な
が
ひ

て
、
こ
れ
を
う
け
た
も
ち
給
ふ
。
上
人
も
よ
ろ
づ
物
あ
は
れ
に
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お
ぼ
え
て
、
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
、
な
く
な
く
戒
を
ぞ
と
か

れ
け
る
。』

　

受
戒
後
は
、
重
衡
は
法
然
上
人
に
御
布
施
と
し
て
、
父
の
清
盛
が

砂
金
を
中
国
の
宋
朝
の
王
に
送
っ
た
お
礼
と
し
て
い
た
だ
い
た
、
中

国
製
の
「
松
蔭
」
と
い
う
愛
用
の
硯
を
差
し
上
げ
て
い
る
。

　

私
は
こ
こ
は
浄
土
宗
と
し
て
は
有
名
な
箇
所
だ
が
、
調
べ
て
み
る

と
だ
い
ぶ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
史
実
上
は
、
重
衡
が
法
然
と
対
面

し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
重
衡
の
心
情
を
語
る

叙
述
は
、
平
家
物
語
で
も
「
延
慶
本
」「
屋
代
本
」「
百
二
十
句
本
」

な
ど
に
は
見
え
な
い
。

　

そ
の
後
重
盛
の
子
維
盛
（
27
歳
）
は
、
屋
島
を
抜
け
出
し
、
高
野

山
で
出
家
し
、
熊
野
に
詣
で
て
後
、
滝
口
入
道
（
27
歳
）、
石
童
丸

（
18
歳
）
と
と
も
に
念
仏
を
声
高
く
百
遍
唱
え
、
那
智
の
沖
で
入
水

し
果
て
た
。

　
（
三
位
中
将
維
盛
は
、）
手
づ
か
ら
も
と
ど
り
き
（
ッ
）
手
、
泣
く

泣
く
滝
口
入
道
に
そ
ら
せ
け
り
。
石
童
丸
も
是
を
見
て
、
も
と
ゆ
ひ

ぎ
わ
よ
り
髪
を
き
る
。
…
中
略
…
さ
て
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
流

転
三
界
中　

恩
愛
不
能
断　

棄
恩
入
無
為　

真
実
報
恩
者
と
三
返
唱

へ
給
ひ
て
、
遂
に
そ
り
お
ろ
し
給
ひ
て
（
ン
）
げ
り
。
等
も
、
仏
教

の
教
え
が
色
濃
く
出
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
重
衡
は
頼
朝
の
要
請
で
鎌
倉
に
下
り
、
頼
朝
と
面
謁
す

る
。
そ
し
て
南
都
の
大
衆
に
引
き
渡
さ
れ
木
津
川
の
岸
で
処
刑
さ
れ

た
。
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四
、 

徒
然
草
と
法
然
上
人

　

第
三
十
九
段
に

　

或
人
、
法
然
上
人
に
、「
念
仏
の
時
、
睡
に
を
か
さ
れ
て
、

行
を
怠
り
侍
る
事
、
い
か
ゞ
し
て
、
こ
の
障
り
を
止
め
侍
ら

ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
目
の
醒
め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念
仏
し
給

へ
」
と
答
へ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
尊
か
り
け
り
。

　

ま
た
、「
往
生
は
、
一
定
と
思
へ
ば
一
定
、
不
定
と
思
へ
ば

不
定
な
り
」
と
言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
尊
し
。

　

ま
た
、「
疑
ひ
な
が
ら
も
、
念
仏
す
れ
ば
、
往
生
す
」
と
も

言
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
ま
た
尊
し
。

と
あ
る
。
当
時
、
ま
れ
に
見
る
理
知
的
な
眼
を
も
つ
理
論
家
の
作
者

兼
好
が
、「
は
た
し
て
念
仏
だ
け
で
極
楽
往
生
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

か
」
と
い
う
疑
問
が
多
か
っ
た
中
で
、
理
屈
な
し
に
上
人
は
た
だ
非

常
に
貴
い
お
方
で
あ
り
が
た
い
教
え
だ
と
賛
美
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
二
百
二
十
七
段
に
六
時
礼
讃
の
名
手
の
安
楽
の
こ
と
が

載
っ
て
い
る
。

　

六
時
礼
讃
は
、
法
然
上
人
の
弟
子
、
安
楽
と
い
ひ
け
る
僧
、

経
文
を
集
め
て
作
り
て
、
勤
め
に
し
け
り
。
そ
の
後
、
太
泰
善

観
房
と
い
ふ
僧
、
節
博
士
を
定
め
て
、
声
明
に
な
せ
り
。
一
念

の
念
仏
の
最
初
な
り
。
後
嵯
峨
院
の
御
代
よ
り
始
ま
れ
り
。
法

事
讃
も
、
同
じ
く
、
善
観
房
始
め
た
る
な
り
。

五
、 

結
び

　

以
上
、
鎌
倉
時
代
の
宗
教
書
や
仏
教
書
で
な
い
優
れ
た
文
学
作
品

に
法
然
上
人
が
か
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
作
者
信
濃
前
司
行
長
？
に
せ

よ
、
兼
好
に
せ
よ
高
い
暖
か
い
眼
差
し
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
以
前
か
ら
多
く
の
方
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
布

教
の
中
で
日
本
の
古
典
文
学
の
こ
う
し
た
箇
所
を
引
用
す
る
こ
と
が

大
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
現
代
人
の
心
を

少
し
で
も
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
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■
彙　

報  
　

平
成
二
十
三
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日
・
十
四
日
の
両
日
、

東
京
の
大
正
大
学
を
会
場
と
し
て
左
記
の
と
お
り

開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土
宗
（
教
学
院
・
布
教

師
会
・
法
式
教
師
会
・
総
合
研
究
所
）
で
あ
る
。

本
号
は
こ
の
学
術
大
会
に
お
け
る
紀
要
で
あ
る
。

【
大
会
日
程
】

　

九
月
十
三
日
（
火
）

受
付　
　
　
　
　

午
前
九
時

開
会
式　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

基
調
講
演　
　
　

午
前
十
時

記
念
写
真　
　
　

午
前
十
一
時
三
十
分

一
般
研
究
発
表　

午
後
一
時

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

午
後
三
時
三
十
分

　

九
月
十
四
日
（
水
）

受
付　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分

一
般
研
究
発
表　

午
前
九
時

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

午
後
一
時

合
同
総
会　
　
　

午
後
三
時
三
十
分

閉
会
式　
　
　
　

午
後
四
時

【
基
調
講
演
】

現
代
仏
教
に
お
け
る
法
然
浄
土
教

　

大
本
山
増
上
寺
法
主 

　

八
木
季
生
台
下

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

法
然
上
人
の
み
教
え
と
現
代
（
い
ま
）

　

パ
ネ
ラ
ー　

　
　
　

布
教
師
会
副
理
事
長 

　

松
岡
玄
龍

　
　
　

大
正
大
学
専
任
講
師 

　

曽
根
宣
雄

　
　
　

総
合
研
究
所
研
究
員 

　

名
和
清
隆

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　
　

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員 　

今
岡
達
雄

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
三
日
）

源
智
上
人
造
立
阿
弥
陀
仏
遷
座
記
念

　

源
智
上
人
特
別
部
会

源
智
上
人
関
係
史
料
の
研
究
動
向　

 

曽
田
俊
弘

「
阿
弥
陀
仏
像
造
立
願
文
」、『
選
択
要
決
』
に

お
け
る
仏
身
仏
土
論　

 

　

曽
和
義
宏

伝
源
智
述
『
選
択
要
決
』
の
真
偽
問
題

 

　

廣
川
堯
敏

勢
観
房
源
智
の
妻
秘
妙
を
め
ぐ
る
人
々

 

　

野
村
恒
道

源
智
上
人
の
願
文
に
つ
い
て 

工
藤
和
興

源
智
の
阿
弥
陀
仏
像
造
立
願
文
を
め
ぐ
っ
て

 

中
井
眞
孝

源
智
上
人
造
立
願
文
の
教
道
厳
訓
の
恩
徳
に
つ

い
て 
宮
澤
正
順

▽
第
一
部
会
（
十
四
日
）

『
逆
修
説
法
』
六
七
日
所
説
の
名
号
観
に
つ
い

て　

 

安
孫
子
稔
章

法
然
上
人
「
十
七
条
御
法
語
」
に
つ
い
て

 

　

長
尾
隆
寛

法
然
上
人
が
問
題
視
し
た
仏
教
的
課
題

 

　

齋
藤
蒙
光

法
然
と
永
明
延
寿　
　
　
　

 

　
　

伊
藤
茂
樹

『
円
光
大
師
御
伝
書
』
と
『
弘
法
大
師
念
仏
口

伝
集
』
に
つ
い
て　

 　
　
　
　
　

東
海
林
良
昌

法
然
贈
大
師
号
に
つ
い
て　
　

 

　

伊
藤
真
昭

法
然
上
人
に
お
け
る
来
迎
思
想
の
展
開　

 

林
田
康
順

古
典
文
学
の
中
の
法
然
上
人 

　

吉
田
祐
倫

法
然
上
人
と
披
講　
　
　
　

 

　
　

中
村
孝
之

▽
第
二
部
会
（
十
三
日
）

良
忠
述
『
観
経
疏
伝
通
記
』
と
『
東
宗
要
』
巻

一
に
つ
い
て　

 

　

沼
倉
雄
人

無
上
功
徳
文
に
対
す
る
法
然
の
解
釈
に
つ
い
て

 

　

角
野
玄
樹

宝
永
・
正
徳
年
間
の
津
軽
領
内
浄
土
宗
の
寺
院

情
勢 

　

遠
藤
聡
明

祭
文
の
研
究　

―

話
芸
の
型―

 

　

加
藤
善
也

呪
詛
・
呪
術
の
陰
陽
師
と
佛
教 

　

梅
田
慈
弘

源
氏
物
語
考―

大
正
大
学
本
を
中
心
と
し
て―

　

 

魚
尾
孝
久



─ 296── 297─

大
正
大
学
図
書
館
所
蔵
『
黄
檗
版
大
蔵
経
』
の

特
徴
に
つ
い
て 

　

松
永
知
海

▽
第
二
部
会
（
十
四
日
）

隆
円
と
往
生
伝　

 

　

永
田
真
隆

念
仏
独
湛
に
つ
い
て―

そ
の
Ⅳ―

 

田
中
芳
道

江
戸
末
期
の
檀
林
修
学
に
つ
い
て―

豊
後
国
を

中
心
に―

　
　

 
　
　
　

石
川
達
也

聖
光
『
徹
選
択
集
』
の
思
想
提
唱
の
意
義
に
つ

い
て 

郡
嶋
昭
示

洛
南
九
品
寺
考 

　
　

吉
田
淳
雄

袋
中
と
玄
昉　
　

 

　

三
宅
徹
誠

『
浄
土
宗
の
師
資
相
承
と
は
』―

西
山
派
證
空

へ
の
口
伝
を
手
が
か
り
に―

　

 

成
田
勝
美

新
発
見
の
平
安
瑠
璃
定
量
調
査
に
よ
る
浄
土
荘

厳
の
考
察　

 

　

神
居
文
彰

授
菩
薩
戒
儀
請
師
文
「
和
尚
と
な
り
た
ま
え
」

 

真
柄
和
人

▽
第
三
部
会
（
十
三
日
）

英
文
に
お
け
る
漢
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記

に
つ
い
て 

島
恭
裕

思
考
の
流
動
性―

「
仏
教
と
科
学
」
を
考
え
る

―
 

石
田
一
裕

極
楽
の
極
を
め
ぐ
っ
て
（
２
） 

袖
山
榮
輝

「
速
得
漏
尽
願
」
を
め
ぐ
っ
て 

齊
藤
舜
健

『
無
量
寿
経
』
所
説
の
「
聞
名
」
に
つ
い
て

 

柴
田
泰
山

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
抑
揚
的
証
明

 

村
上
真
瑞

▽
第
三
部
会
（
十
四
日
）

明
末
に
お
け
る
律
学
の
復
興
に
つ
い
て

 

　

石
上
壽
應

『
安
楽
集
』
所
説
の
実
践
論
に
つ
い
て

 

　

杉
山
裕
俊

迦
才
の
末
法
凡
夫
観 

　

工
藤
量
導

戒
度
『
無
量
寿
仏
讃
註
』
に
お
け
る
唯
心
浄
土

説 

　

吉
水
岳
彦

中
国
北
朝
の
浄
土
教
信
仰
（
２
） 

石
川
琢
道

七
百
頌
般
若
梵
字
写
本
と
蔵
訳
の
対
応　

 

佐
藤
堅
正

有
部
阿
毘
達
磨
論
書
に
お
け
る
ア
ン
グ
リ
マ
ー

ラ 

清
水
俊
史

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説

②―

内
制
・
対
峙
思
考―

　

 

近
藤
辰
巳

▽
第
四
部
会
（
十
三
日
）

法
式
資
料
（
３
）　 

　

板
倉
宏
昌

八
橋
玉
純
師
の
生
涯
に
つ
い
て 
　

八
橋
秀
法

講
式
に
つ
い
て　

 
　

西
城
宗
隆

法
要
儀
式
と
し
て
の
『
知
恩
講
私
記
』
②

　
　

 

　

伊
藤
正
芳

浄
土
宗
法
式
雑
考
（
24
） 

　

清
水
秀
浩

日
常
勤
行
を
和
訳
す
る　

 

　

石
川
三
雄

▽
第
四
部
会
（
十
四
日
）

在
阿
法
師
讃
仰―

義
譽
観
徹
上
人
に
つ
い
て―

　
　

 

　

佐
藤
晴
輝

生
誕
地
よ
り
見
た
良
忠
上
人
伝―

歴
史
的
背
景

と
そ
の
両
親
に
つ
い
て―

 

　

田
原
聖
朗

竹
島
と
鳥
取
藩―

東
善
寺
と
の
か
か
わ
り―

　

　

 

　

金
田
隆
生

浄
土
宗
寺
院
の
過
疎
化
対
策―

石
見
教
区
の
場

合―
 

　

武
田
道
生

五
重
相
伝
は
病
床
に
て
可
能
か 

佐
藤
雅
彦

枕
経
・
通
夜
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て

 

　

和
田
典
善

近
年
の
葬
儀
事
情
に
つ
い
て 

　

佐
原
正
哲

葬
儀
に
お
け
る
布
教
の
現
状
と
課
題 

嶋
中
三
雄

葬
儀
考
（
３
）　 

熊
井
康
雄

▽
第
五
部
会
（
十
三
日
）

災
害
と
宗
教 

　
　

魚
尾
和
瑛

現
代
に
お
け
る
戦
争
犠
牲
者
の
慰
霊
・
追
悼―

小
集
団
の
事
例
か
ら―

 

小
林
惇
道

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
の
僧
侶
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク　

 

水
元
明
法

寺
院
と
社
会
福
祉
事
業―

暁
雲
（
ぎ
ょ
う
う

ん
）
福
祉
会
30
年
の
歩
み
か
ら―

 　

丹
羽
一
誠

「
仏
教
福
祉
」
述
語
整
理
上
の
問
題
点
③
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上
田
千
年

▽
第
五
部
会
（
十
四
日
）

生
殖
補
助
医
療
の
倫
理
的
問
題
点 

今
岡
達
雄

「
出
自
を
知
る
権
利
」
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
的

課
題　

 

　

水
谷
浩
志

代
理
母
出
産
の
諸
問
題　

 

坂
上
雅
翁

近
代
浄
土
宗
の
中
等
教
育―

明
治
30
年
代
以
降

を
中
心
に―

　

 
　

齋
藤
知
明

明
治
期
浄
土
宗
の
高
等
教
育　

 

江
島
尚
俊

昭
和
十
九
年
『
共
生
』
誌
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡

師
の
言
説
に
つ
い
て 
加
藤
良
光

仏
教
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て―

東
日
本
大
震

災
を
通
し
て―

　

 

　

神
田
眞
晃

家
族
の
絆
に
つ
い
て
①　

 

　

三
宅
敬
誠

家
族
の
絆
に
つ
い
て
②　

 

　

横
井
照
典

＊
大
会
プ
ラ
グ
ラ
ム
に
拠
る
。
収
録
論
文
と
題

目
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

（
各
部
会
発
表
順
・
敬
称
略
）

 

（
石
川
琢
道
記
）
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表
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成
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論
文
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研
究
ノ

ー
ト
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エ
ッ
セ
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分
野
に
配
当
し
た
う
え
で
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

・
本
大
会
な
ら
び
に
本
誌
に
つ
き
ま
し
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の
ご
意
見
や
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頂
戴
し
、
さ
ら
に
充
実
し
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作
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げ
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い
き
た
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存
じ
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
宇
高
記
）
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毘婆沙論』は次のような説明をしている。
・アングリマーラは母親を殺そうとは思っておらず、食事をとろうとした

だけであるから、殺母の無間業の加行位を犯しているのではない。
・ブッダは平凡な比丘の姿に変身して現れたため、アングリマーラはそれ

がブッダであると気が付かなかった。したがって殺阿羅漢の無間業の加
行位を犯しているのではない。

3. 　この二つの説明は、有部内においてアングリマーラを正当化する上で重要
であると考えられる。数あるアングリマーラ説話のうち『出曜経』のもの
が、有部論書との親和性が最も高く、五無間業の加行位を犯していないよ
うに配慮されている。

　したがって初期経典や各種説話文学から得られるアングリマーラの興味関心
と、阿毘達磨における興味関心には、隔たりがあることが解る。大量殺人の悪
業よりも、殺害の思を起こしたかどうかを問題視する有部論書の記述はその最
たるものであると言える。

先行研究
赤沼智善［1967］ 『印度佛教固有名詞辞典』, 法蔵館 . 1967 複刊
岩本裕［1-5］ 『佛教説話研究』第一巻～第五巻 , 開明書院
榎本文雄［1989］ 「初期仏教における業の消滅」. 『日本仏教学会年報』54. 

pp.1-13（L）
平岡聡［2008b］ 「アングリマーラの〈言い訳〉 ―不合理な現実の合理的理

解―」.『佛教学セミナー』87. pp.1-28

　（なお、本稿執筆にあたって本庄良文先生より多大なご教示を賜りました。
ここに感謝申し上げます。）
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　『出曜経』巻 17（T94.703c07-09）：
「吾が願、果たせり。必ず指鬘を成ぜん。又、母を害せずして呪術、成弁
せん。權し母及び此の餉食を停め、彼の比丘を殺してしかる後に能く食せ
ん」

　したがって、これからアングリマーラがこれから犯そうとする悪業とは、
「ある比丘（この時点でブッダであると気が付いていない）を殺して、その後
に食事をとろう」というものである。よって『出曜経』に附された因縁話は、
アングリマーラが五無間業の加行位を犯したことにならないように配慮されて
いることがわかる。これも『大毘婆沙論』における有部の記述と一致する 12。

2. 3.　小結
　有部所伝と思われるアングリマーラ説話のうち、『出曜経』では、有部教理
からなる問題点を回避するような非常に都合の良い説話が附されている。この

『出曜経』の因縁話は、パーリ所伝やそのほか多くの漢訳と比べて、有部教理
に対してあまりにも都合が良い。

3.　結論

　本稿は有部阿毘達磨論書において言及されるアングリマーラについて考察し
た。次の点が指摘されうるだろう。

1. 　有部論書におけるアングリマーラの関心は、彼が五無間業の加行位を犯し
ているか否かについてである。アングリマーラが犯した大量殺人に関する

〈業果の必然性〉や〈業滅〉といった問題は論じられていない。
2. 　上記の「五無間業の加行位を犯していない」ことを証明するために、『大

12　本稿では取り扱わなかったが、諸アングリマーラ説話には、〈過去の悪業の清算として
現世で苦受を受ける〉というプロットがある。これについて平岡聡［2008b：pp.19.15-
20.8］にまとめられた資料によれば、唯一『出曜経』だけが、アングリマーラが四向四
果を得る前に苦果を受ける筋書きとなっている。他の説話はすべて阿羅漢果を得た後に
苦果を受ける筋書きとなっている。本稿で述べたように『出曜経』の説話が、説一切有
部の強い影響下にあったと仮定するならば、この苦受を道果を得る前に清算したという
プロットも、何らかの教理的な理由があった可能性がある。
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すか迷っている。決して母親に襲いかかり殺そうと決意した文脈ではない。こ
の『出曜経』の場面は、先の『大毘婆沙論』にあった母親殺害の加行位を起こ
したかどうかの問題に対して、有部に都合のよい記述となっている。この点に
ついて『賢愚経』は、息子のために母親が食事を持って来るところまでは同
じであるが 11、その後アングリマーラは明らかに母親殺害の思を起こしており、
有部教理に対し都合が悪い。

　『賢愚経』巻 11（T04.424a13）：
兒、遥かに母を見て、走り趣いて殺さんと欲す。

　続いて、アングリマーラのこのような状況を神通力によって知ったブッダが、
平凡な比丘の姿に変身してアングリマーラの元に現れるプロットを見てみよう。

『出曜経』には次のように説かれる。

　『出曜経』巻 17（T04.703b27-29）：
如来は、三達をもって彼の無害（Ahim

4

saka）を見たまひ、五逆の意を興
して母を殺さんことを疑はず。「若し審して爾らば、億佛も救ひたまはず。
我、今宜しく往いてその苦を拔済し、母子を倶に全からしめん。豈善から
ざらんや」と、即ち化して比丘と作る。

　
　すなわち、「このままだとアングリマーラは間違いなく五逆罪を犯そうと意
を起こして母を殺してしまう。そうなっては何億という諸仏たちであっても救
うことはできない」とブッダは考えて、比丘の姿に変身してアングリマーラの
もとへ向かう。この「化して比丘と作る」という部分は、「アングリマーラは
ブッダだと気付かずに襲ってしまった」とする有部の弁護に通じるものがある。
　そして、ある比丘（ブッダ）が現われたのを見てアングリマーラは次のよう
に声を上げる。

11　『賢愚経』巻 11（T02.424a11-12）：不得飲食。其母憐愍。遣人為致。悉各懷懼。無敢往
者。其母持食。
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　この二つのプロットは、「五無間業の加行位を犯していない」とアングリマ
ーラを正当化する根拠になっており、有部内において重要な位置を占めてい
ると考えられる。いくつかの資料 7 では、腹を空かせたアングリマーラのため
に母親が食事をもって行くという記述が見られる。このような資料の記述が、

「母を害するか、食事をするか迷って、食事を選んだ」という『大毘婆沙論』
の〈言い訳〉の根拠となっていると考えられる。また、『賢愚経』と『出曜経』
の二資料では、「仏陀は比丘の姿に変身した」という記述が見られる。この記
述もまた「仏陀だと気が付かずに襲ってしまった」という〈言い訳〉の根拠に
なっていると考えられる。

2. 2.　『出曜経』における一致
　アングリマーラ説話を伝える諸資料のうち、有部所伝と思われる『出曜経』8

では、上記で記した『大毘婆沙論』の議論を踏まえて、アングリマーラに情状
酌量の余地が生み出されるれるように増広されていると見られる。その点につ
いて見てみたい。まず『出曜経』における、母を襲う場面について見てみよう。
呪術の成就まで集める指があと一つとなっていたアングリマーラは、食事を持
ってやって来た母親を見て次のように考える。

　『出曜経』巻 17 （T04.703b22-26）:
時に母、餉 9 を送らんとして躬ら彼の園に詣る。無害（Ahim

4

saka）10、遙
かに見て便ち此の念を生ず。「吾、師の訓を受けて、当に指鬘を弁ずべし。
今、一指を少いて、その数充たず。今、我が母の自ら来て餉を送らんとす
るにあふ。若し我、先づ食せば呪術は成らざらん。若し我、先づ母を殺さ
ば、当に五逆罪を犯すべし」

　
　すなわち、ここでアングリマーラは、先に食を取るべきか、それとも母を殺

7　cf. 『増一阿含』巻 31, 38, 6（T02.719c14-15）；『鴦掘摩経』（T02.509a19-20）；『賢愚経』
巻 11（T02.424a11-12）；『出曜経』巻 17（T02.703b21-23）

8　『出曜経』巻 17（T04.703a23-704c13）
9　乾飯のこと

10　無害（Ahim
4

saka）、アングリマーラの本名
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　『順正理論』巻 43 （T29.589a18-21）：
指鬘（An4gulimāla）は母を害さんと欲する心を発すと雖も、而も未だ正
しく害母の加行を興さず。世尊の所に於て害心ありと雖も、亦未だ正しく
害佛の加行を興さず。彼れ是の意を作して近方に手を下す。世尊は、彼の
業障を遮せんが為の故に、未だ信を生ぜざるに至り、近づくことを得せし
めず。

1. 2.　小結
　有部論書におけるアングリマーラの扱いについて検討した。アングリマーラ
の犯した悪業についての争点は、彼が無間業の加行位を犯したかどうかに集ま
っている。有部では、五無間業を犯す場合、加行位を犯しただけで定業となり、
必ず来世に地獄で異熟を受けなければならないとされている。そのため、アン
グリマーラが母やブッダを殺そうと襲いかかる場面で、彼が五無間業の加行位
を犯していないことを有部論師たちは証明する必要があったと考えられる。
　したがって有部論書内で、アングリマーラが犯した大量殺人に関する〈業果
の必然性〉や〈業滅〉といった問題は論じられていない。

2.　有部伝承におけるアングリマーラ説話

2. 1.　『大毘婆沙論』より得られる有部所伝のプロット
　続いて、前で検討した論書の記述を手がかりにして、有部におけるアングリ
マーラ説話の伝承を検討する。1. 1. で検討した『大毘婆沙論』におけるアング
リマーラへの言及から、有部伝承には次の二つのプロットが含まれていたこと
が解る。

　①　母親と食事に関するプロット
　②　仏陀が平凡な比丘の姿に変身してアングリマーラの前に現れるプロット

6　『順正理論』巻 43（T29.589a26-b02）：
　　然るに我が宗とする所は、無間の加行は総じて二有りと説く。一には近、二には遠なり。

中に於て近は転ずべからざるが故に、本論は之によって問答を興す。…中略…中に於て
遠は尚未だ転ずべからざる位に至らざるに由って、転ずべきこと有り容し。
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で地獄に必ず落ちなければならない定業となっているはずである。しかし経典
においてアングリマーラは、地獄に落ちることなく解脱を得ている。この矛盾
点を『大毘婆沙論』は、母に対しても仏に対しても無間業の加行位を犯してい
ないと説明している。
　
　『大毘婆沙論』巻 115 （T27.600b28-c07）：

【問】問ふ。尊者指鬘（An4gulimāla）は云何んが〔定業を〕能く転ぜしや。
【答】答ふ。彼は猶ほ未だ無間〔業〕の加行を作さざるなり。是の故に彼
は説く。「我は今且らく未だ母を殺さず、且らく当に飯食すべし」と。

【問】問ふ。豈一切智を害せんと欲せしに非らざるや。
【答】答ふ。その時、彼は一切智に非ざるものに於て害の加行を起こすも、
一切智に於てには非ず。この因縁に由りて、世尊は化して凡流の苾芻と作
る。婆林に入踏し、彼の尊者にして一切智に於て殺の加行を起して救療す
べからざることなからしむ。もし諸の有情が、一切智に於て殺の加行を起
こせば、殑伽沙の数の如き如来・応正覚もまた、救って地獄を脱せしむる
こと能はざるなり。故に知る。彼は一切智にあらざるものに於て殺の加行
を起こすも、一切智のものに於てには非ざることを。

　すなわち、アングリマーラは、母親に襲いかかる場面で、母を殺そうとした
のではなく食事を食べようとしたのだから無間業にならないとする。また、ブ
ッダに襲いかかった時も、ブッダが平凡な比丘の姿に変身して現れたため、相
手が一切智者だと知らず殺そうとしたのだから、それは無間業の加行位にはあ
たらないとする。後で検討するが、このような〈言い訳〉の元となるプロット
が説話中に現れる。

　これと同様の議論が、『順正理論』にも現れる。『順正理論』は、無間業の加
行には「近」と「遠」の二種があり、「近」は不可転であり堕地獄が決定して
いるが、「遠」は可転であり堕地獄を回避できると述べている 6。アングリマ
ーラについても、まだ決定的な「近」の加行位は犯しておらず、それゆえに堕
地獄が決定しているのではないとして、次のように説明している。
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でも一貫して認められている 5。この『発智論』の加行不可転説を、『大毘婆
沙論』は、母を殺そうとした者の例え話によって説明している。母親殺しの無
間業の加行位を起こせば、たとえその目的が達成されなくても、その者は必ず
地獄に堕ちると述べられている。

　『大毘婆沙論』巻 118（T27.617a6-12）：
「【問】頗も未だ生を害せず、殺生未だ滅せざるに、此の業異熟して、定
んで地獄に生ずるもの有りや。【答】答ふ。有り。無間業の加行を作す時、
命終するが如し」〔と『発智論』巻 11 （T26.975a14-15）に説く〕其の事
云何ん。謂く、ある人、其の母を害せんと欲して適に加行を起し、或は官
司の為に獲へられ、或は母に力有りて返りて其の子を害し、或は母に福徳
ありて天神為に子を殺し地獄に堕するに而も母は猶存し、或は加行を起し
母を必死に致して、而も中に悔いて自ら其の命を害し、亦地獄に生ずるが
如し。母を害するが如く、是くの如く余の無間〔業〕を造るにつきても応
に知るべし、亦爾なることを。

　このように五無間業の加行位を起こせば、目的達成の如何に関わらず、来世
の堕地獄が決定してしまうと考えられている。このように有部阿毘達磨の教理
に忠実に従うと、「母を殺そう、ブッダを殺そう」と意を起こした時点で、来
世に地獄で生まれることが決定してしまうのである。

1. 1.　〈無間業の加行不可転〉をめぐる議論
　『大毘婆沙論』ではアングリマーラの犯した悪業が、無間業の加行位にあた
るのかどうかが議論されている。なぜなら、母親を殺そうとし、ブッダを殺そ
うとしたのだから、アングリマーラの行いは五無間業の加行位にあたり、来世

3　この定業（および不定業）とは、説一切有部で発展した教理である。有部では決まった
時に必ずその異熟を受けなければならない定業と、異熟の受け方に変更を加えることが
出来る不定業という二種の業を分類し、一般的に重大な犯罪などが定業になるとされる。

4　この点は、上座部と大きく異なっている。上座部では実際に母親やブッダを殺していな
ければ、無間業は成立せず、地獄に落ちることは決定しないと考えられている。

5　Abhidhamakośabhās
4

ya（Pradhan ed：pp.263.21-264.1）；『順正理論』巻 43（T29.589a12 
-c20）を参照。なお、南伝『論事』（pp.478-479）においても同様の議論が見られる。
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0．問題の所在

　「アングリマーラは大量殺人を犯し、さらに母親やブッダに襲い掛かるが、
ブッダに教化され出家し、そして阿羅漢果を得る」という筋書きの説話は、古
くから仏教徒の間で親しまれてきた。この説話は、「犯罪者でも出家し解脱し
得るのか。犯した悪業の報いを受けることなく解脱してしまったら業果の必然
性を犯すことにならないか。業は果報を生むことなく滅することがあるのか」
などの多くの問題を孕んでいる。この問題を合理的に説明するために、様々な
解釈が積み重ねられ、アングリマーラが悪業の報いを受けるプロットや罪人を
正当化するプロットが新たに製作されたことが指摘されている 1。
　アングリマーラの説話は、南伝北伝をあわせて多くの異本が伝わっている。
従来の諸研究は、主に初期経典や説話文学のみを対象としていた 2。本稿では、
これまで取り上げられてこなかった有部阿毘達磨論書を資料として、これらの
問題を考察する。

1．有部論書におけるアングリマーラ

　説一切有部におけるアングリマーラの悪業に関する争点は、彼が犯してきた
大量殺人の業報にではなく、彼が五無間業の加行位を犯したかどうか、すなわ
ち母親やブッダを殺そうと意を起こしたかどうかに集中している。なぜならば
説一切有部の場合、五無間業は、実際に両親やブッダを害していなくても、害
そうと意を起こしただけで（つまり加行位を起こしただけで）、来世に必ず地
獄に落ちなければならない定業 3 を生むとされるからである 4。この無間業の
加行不可転説の萌芽となる記述は、『発智論』にあらわれ、その後の有部論書

有部阿毘達磨論書におけるアングリマーラ

清　水　俊　史

1　平岡聡［2008b］
2　cf. 赤沼智善［1967：pp.39-41］; 岩本裕［2：pp.145-160］; 榎本文雄［1989］; 平岡聡

［2008b］
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ba  theg-pa  chen-poh
44

i mdo. （ārya-saptaśatika-nāma-prajñāpāramitā-
mahāyāna-sūtra.）

　　大般若波羅蜜多經第七分等
　　P. No. 737 Tsi 114a1-143a2.（大谷目録 vol. 21, p. 231.）
5）　’phags pa shes rab kyi pha rol  tu phyin pa bdun brgya pa zhes bya 

ba  theg pa  chen po’i mdo. （ārya  saptaśatikā nāma prajñāpāramitā 
mahāyānasūtra.）

　　大寶積經 文殊説般若會第四十六
　　D. No. 90 Cha 182b6-209b7.（東北目録 vol. 9, p. 470.）
6）　H

44

phags-pa  śes-rab-kyi  pha-rol-tu phyin-pa bdun-brgya-pa  shes-bya-
ba  theg-pa  chen-poh

44

i mdo. （ārya-saptaśatika-nāma-prajñāpāramitā-
mahāyāna-sūtra.）

　　大寶積經 文殊説般若會第四十六
　　P. No. 760（46）h

44

i 173b2-203b8.（大谷目録 vol. 24, p. 217.）

梵語写本一覧表
記号： 所有者 文献番号 材質
C： Univ. of Cambridge Add. 868 紙
I： Inst. of Advanced Studies 

for World Religions （IASWR）
No. Ⅱ-183 紙

K： 京都大学 No. 113 貝葉 （sam
44

vat 37）
N1： Nepal Research Centre （NRC） B23/15 貝葉
N2： 　〃 E614/3 紙
N3： 　〃 E1731/27 紙
T： 高岡コレクション No. 53 PH 1-2 紙
T4： 東洋文庫 SKT-MS4 貝葉と紙
T5： 　〃 SKT-MS5 紙
UT1： 東京大学 UT416 紙
UT2： 　〃 UT417 紙
UT3： 　〃 UT418 紙
UT4： 　〃 UT419 紙
UT5： 　〃 UT420 紙
UT6： 　〃 UT421 紙
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と考えられる。確かに上の例では T4 は、G7 に属する写本 N1 と同じ読みを
示している。上の文中の語 śāradvatīputram は、G7 に属するすべての写本
に存在する。ところが、G8 中の T4 以外の七写本は悉くこの語を欠く。そ
の一方で、蔵訳 D は śāradvatīputram の音写語   を含む。これは蔵
訳の読みが G7 を構成する写本の読みに近いことを示していると言えよう。

4　おわりに

　本研究はまだ完了していないので結論ではないが、本論文に示した予備的
な結果を見る限り、七百頌般若の蔵訳は、少なくともデルゲ版 D に関しては、
G7 系統の梵語写本を訳した可能性が高いようである。控えめに言っても、蔵
訳に用いた梵語写本は G7 系統ではない、と積極的に主張できる具体例はこれ
までの所見当たらない。梵語写本の分類に用いた手法は、蔵訳の系統を調べる
際にも役に立つ。この手法を用いた一層の精査が必要である。

参考文献
1）　Kensho Sato, “An attempt to classify Sanskrit manuscripts of saptaśatikā 

prajñāpāramitā”, Annual of the Sanko Research Institute for the Studies 
of Buddhism, No. 42, p. 1, 2011.

　　Kensho SATO, “The composite structure of Toyo Bunko's saptaśatikā 
prajñāpāramitā palm-leaf manuscript”, 『廣川堯敏先生古稀記念論文集』
に掲載予定。 

2）　玄奘訳　　　大般若波羅蜜多經 第七會曼殊室利分、  大正蔵 No. 220.
　　曼陀羅仙訳　文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經、　　　大正蔵 No. 232.
　　　　　　　　大寶積經 文殊説般若會第四十六、　　  大正蔵 No. 310.
　　僧伽婆羅訳　文殊師利所説般若波羅蜜經、　　　　　大正蔵 No. 233.
3）　’phags pa shes rab kyi pha rol  tu phyin pa bdun brgya pa zhes bya 

ba  theg pa  chen po’i mdo. （ārya  saptaśatikā nāma prajñāpāramitā 
mahāyānasūtra.）

　　大般若波羅蜜多經第七會
　　D. No. 24 Ka 148a1-174a2.（東北目録 vol. 7, p. 385.）
4）　H

44

phags-pa  śes-rab-kyi  pha-rol-tu phyin-pa bdun-brgya-pa  shes-bya-
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tathāgatakāren
44

a と読みが分かれている。
C（3a3）： ... mam

44

juśrīr āha // tathatākāren
44

a　 tathāgatam
44

 paśyāmy

  avikalpākāren
44

ānupalam
44

bhayogena // 

T5（2b5）：... mañjuśrīr āha // tathāgatakāren
44

a tathāgatam
44

 paśyāmy

  avi（2b6）kalpākāren
44

ānupalam
44

bhayogena / 

D（149a1）：

  （149a2）

　　蔵訳 D に現れる   が tathatākāra に対応する。従って蔵訳は
G7 の読みである。

⑶⒟　梵語の句の省略から“7 対 8 の分離”が見られる箇所である。以下の例
の様に、G7 に属する写本 UT5 には na vibhavati があり、G8 に属する写本
UT4 にはこの句を欠く。

UT4（3a5）：... na tathatā bha（3a6）vati /   evam
44

 tathāgatam
44

 paśyāmy /

UT5（4a4）：... na tathatā bhavati  na vibha（4a5）vati //  evam
44

 tathāgatam
44

  paśyāmy

D（149a3）：  ...     

　　第一義としては、bhavati と vibhavati は「存在する」と「生ずる」の比
較であり、  と   は「生ずること」と「滅すること」の比較かもしれ
ない。しかし、  は勿論 bhavati に通じ 7、vibhavati には「生ずる」に加
えて「滅する」の意味もあると考えてよい 8。従って、bhavati と vibhavati
を、蔵訳は   と   とに対応させて訳したと考えられる。つまり、蔵
訳は、G7 に属する、na vibhavati を含む写本の読みを伝えているといえる。

⑷　T4(palm) が G7 に属する写本と同じ読みを示す次の例を考える。
T4（13a1）：... atha khalu  bhagavān āyus

44

mantam
44

 śāradvatīputram āmantrayate sma /

N1（10b4）：... atha khalu  bhagavān āyus
44

mantam
44

 śāradvatīputram āmantrayate sma /

N2（10a1）：... atha khalu  bhagavān āyus
44

mantam   āmantrayate sma //

D（154a5）： ...     （154a6）

　　N1 は G7 に属し、N2 は G8 に属する写本である。また、T4 の第 13 葉は
貝葉なので T4(palm) に含まれ、それ故、前節で述べたように G7 に属する

7　例えば、Lokesh Chandra, Tibetan-Sanskrit Dictionary p. 1724 を見よ。
8　例えば、mahāvyutpatti の 6845、6469 を見よ。



─ 17 ─

ならば、右側の縦線を採用する。もし、K と T4(palm) が同一の写本から
それぞれ書き写された関係にあるならば、左側の縦線を採用し、三行目の横
線を通じて K に繋ぐことにする。

3　蔵訳との対応

　前節で梵語写本を分類する時に注目した梵文を、デルゲ版 D の蔵訳と比較
する。なお、番号⑴から⑷と枝番号⒜から⒟は、前節で用いたものに対応する。
⑴⒜　京都大学貝葉写本 K だけ、単語が全く異なっている箇所である。
K（24a2）：  evam ukte mañjuśrī  kumārabhūto  bhagavanm  etad avocat //

T4（30b4）： atha khalu mañjuśrīh 
44

kumārabhūto  bhagavantam etad avocat /

N1（28a1）： atha khalu mañjuśrīh
44

 kumārabhū（28a2）to  bhagavantam etad avocat /

紙写本：  atha khalu ...

D（165b1）：  （165b2）

　　京都大写本 Kのみが evam ukte で始まり、他の十四写本は atha khalu で始
まる。蔵訳の   は atha khalu の訳である。evam ukte なら   で
あろう。つまり、蔵訳は京都大写本とは異なる読みを示している。

⑴⒝　京都大写本 K では一文が完全に欠落している箇所である。
K（11b6）：  欠落

T4（14b3）： evam
44

 bhadantaśāradvatīputra samyaksam
44

buddhayānikān samanupaśyāmi/

N1（15a5）： evam
44

 bhadantaśāradvatīputra samyaksam
44

buddhayānikān paśyāmi/

紙写本：  同上

D（155a5）： 

　　京都大写本に欠く文章が蔵訳にはある。⑴の⒜、⒝から、蔵訳は、京都大
写本 K 単独で構成される系統の写本からの翻訳ではないと判断する。

⑵　蔵訳に“とび”は見られない。
⑶⒜　梵語の名詞の格変化の違いから“7 対 8 の分離”が見られる箇所に於て、

蔵訳でその違いが判断できる例は今の所見当たらない。
⑶⒝　梵語の語順の違いから“7 対 8 の分離”が見られる箇所に於て、蔵訳で

その違いが判断できる例は今の所見当たらない。
⑶⒞　梵語の単語の異同から“7 対 8 の分離”が見られる箇所である。この

例では、G7 に属する写本 C では tathatākāren
44

a、G8 に属する写本 T5 では 
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ることから、N1 は (Y) から直接書き写された写本か、或いは、乱丁が起き
た写本 (Y) そのものである可能性がある。

⑶　十五本の写本を詳しく見ていくと、⒜名詞の格変化、⒝語順、⒞単語の異
同、⒟句の省略、の四点に関して共通の読みを示す例が多い。これらの四
点に基づいて写本を分類すると、七写本からなる組 G7 と八写本からなる組
G8 に分かれる。これを“7 対 8 の分離”と呼んだ。各組は以下の写本から
構成される。G8 中の T4(paper) に関しては、次の⑷に於いて説明する。

　　G7：K, N1, C, UT2, UT3, UT5, I.
　　G8：T4(paper), T5, UT1, UT4, UT6, N2, N3, T.
⑷　東洋文庫貝葉写本 T4 は、47 葉中 16 葉が紙で補われたものである。貝

葉の部分を T4(palm)、紙の部分を T4(paper) とすると、上記⑶に述べ
た G8 に属するのは紙の部分 T4(paper) である。これまで調べた範囲では、
貝葉の部分 T4(palm) は G8 ではなく G7 に属するようである 6 。但し、そ
う結論するためには、さらに詳しく写本の読みを調べる必要がある。

　以上の⑴から⑷の特徴を考慮すると、以下の様な系統図が考えられる。

-+ T4(palm)-(X)-(Y)- N1-+[C, UT2, UT3, UT5, I]
 |           |
 +-----------+-- K

+[T4(paper), T5, UT1, UT4, UT6, N2, N3, T]
|

　　左にあるもの程古く、右へいく程新しい。但し、大括弧［ ］内の写本の
順序はまだ分かっていない。第一行は G8 に属する写本である。第二行と第
三行は G7 に属する写本に加えて、T4(palm) からなる。(X) と (Y) は仮
想的な写本である。(X) には乱丁はなく、(X) から書き写された (Y) に乱
丁が起きたと仮定する。T4(palm) には“とび”がないので、これは (X)

より古いか、或いは、(X) そのものである。K にも“とび”はないので、乱
丁のない写本から書き写された後に、他の写本とは異なる発展をして独立し
た系統をなしたと考えて第三行に置く。T4(palm) と K の詳細な関係は不
明である。そのために、二行目と三行目を結ぶ縦線二本と、三行目の横線の
一部を細線にしてある。もし、K が T4(palm) の直系の子孫にあたる関係

6　参考文献 1）の二番目の論文に掲載される予定。
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1　はじめに

　七百頌般若梵語写本は、貝葉写本三本、紙写本十二本が存在する。これまで
に、これら全十五本 1 の系統分類がある程度分かっている 2。七百頌般若には
漢訳 3 と蔵訳 4 も存在するので、それらがどの写本の読みに近いか、あるいは、
どの系統の写本から翻訳されたかということは実に興味深い問題である。本論
文では、デルゲ版蔵訳に関する予備的研究の結果を報告する。

2　梵語写本の分類

　参考文献 1）に示された梵語写本の系統分類について略説する。各写本に見
られる以下の様な特徴に注目して系統分類が行われた。具体例は、梵文と蔵訳
を比較する次節に示す。
⑴　京都大学所蔵の貝葉写本 K 5 には、他の十四本にはない特異な読みが見ら

れる。⒜単語が全く異なっていたり、⒝一文が完全に欠落していることがあ
る。K は単独で独立したひとつの系統をなすと考えられる。

⑵　ネパールリサーチセンター所蔵の貝葉写本 N1 と、十二本すべての紙写本
には、文の意味が繋がっていない四カ所の“とび”が存在する。仮想的な写
本 (Y) の存在を仮定し、(Y) に生じた乱丁をそのまま書き写したと考える
と、これらの“とび”がうまく説明できる。N1 と十二本の紙写本はすべて
(Y) の子孫の系統に属することが分かる。さらに、N1 は貝葉写本であるか
ら紙写本より古い。そして、N1 中の“とび”がすべて葉の裏面の末尾にあ

七百頌般若梵語写本と蔵訳の対応

佐　藤　堅　正

1　全十五写本の一覧は末尾の表を見よ。
2　系統分類の詳細は参考文献 1）を参照のこと。
3　漢訳は三種類ある。参考文献 2）に一括して挙げた。
4　蔵訳は参考文献 3）から 6）に挙げた。
5　写本の略号は末尾の表を見よ。
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5　浄土宗総合研究所『現代語訳浄土三部経』p.49。
6　香川孝雄『無量壽經の諸本對照研究』p.112-113。章番号は 8-c。
7　藤田宏達『浄土三部経の研究』p.339-345 参照
8　藤田宏達前掲 p.340。
9　藤田宏達前掲には引かない。
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国土に女性が存在せず、男子のみしかいないわけだから、もともと女性に対す
る邪念をいだきようがない。それにもかかわらず、女性に邪念を懐くことにつ
いて敢えて言及するのは、『大阿弥陀経』『平等覚経』がそれだけ一層、女性の
存在を意識していたことの反映ではなかろうか。転女成男、女性の有無につい
ての言及がある、ということは、そのようなことがらに対して経典自体が関心
を持っている、ということを示す。一方で、男女の区別がなくなるように、と
いう願の存在はそのような区別が無い状態を理想的な状態として設定している
ことを示しているのではないだろうか。
　もともと、〈無量寿経〉諸本では、阿弥陀仏国の人々には外見上の区別が認
められない、という立場をとる。すなわち、「悉皆金色願」「無有好醜願」によ
れば、阿弥陀仏国の人天は、だれもが金色一色であり、姿形に異なりがない、
とされる。『無量寿経』ではそれぞれ第三、第四願が相当し、〈無量寿経〉諸本
では、すべてに見られる願文である（悉皆金色、無有好醜の順で、『大阿弥陀
経』第十五、九願、『平等覚経』第三、第四願、『如来会』第三、第四願、『荘
厳経』第一の一部、第二願、梵本第三、第四願、蔵訳第三、第四願）。女性の
存在のみならず、性別の相違を始めとするあらゆる外見上の区別が存在しない
のであるから、外見上の相違からくる想念、執著の生じようはずがないことに
なろう。それ故に『無量寿経』以下の諸本では往生に際しての転女成男を述べ
ることがなく、また速得漏尽願では他者（女性）に対する邪念が無いように、
と誓われることがなくなったのではなかろうか。

1　以下、『阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経』を『大阿弥陀経』、『無量清浄
平等覚経』を『平等覚経』、康僧鎧訳『無量寿経』を『無量寿経』、『大宝積
経』「無量寿如来会」を『如来会』、『大乗無量寿荘厳経』を『荘厳経』、無量
寿経梵本を梵本、同チベット語訳を蔵訳と呼ぶ。頁数の指示は、『如来会』
を除く漢訳諸本は大正新脩大蔵経第 12 巻、『如来会』は同 11 巻、梵本と蔵
訳は香川孝雄『無量壽經の諸本對照研究』（永田文昌堂、一九八四）の章番
号による。

2　了慧『無量寿経鈔』巻三、『浄全』14、79 下～。
3　了慧『無量寿経鈔』巻三、『浄全』14、81 上～。
4　義山『無量寿経随聞講録』上之二、『浄全』14、313-314。
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・『平等覚経』：願文には転女成男の記事を欠くが、『大阿弥陀経』と同文の
成就文がある（283a）。

・『無量寿経』第三十五願、『如来会』第三十五願、梵本第三十五願、蔵訳第
三十六願：ほぼ同内容。『無量寿経』では「設我得佛。十方無量不可思議
諸佛世界。其有女人聞我名字。歡喜信樂發菩提心厭惡女身。壽終之後復爲
女像者。不取正覺（268c）」（十方無量不可思議の諸仏世界に、其れ女人有っ
て我が名字を聞きて、歓喜信楽して菩提心を発し、女身を厭悪せんに、寿
終の後、復た女像とならば正覚をとらじ）。他方国土の女性に関するもの。
藤田宏達博士は「転女成男を意味していることも間違いないであろう 8」
と言う。これらには成就文がない。

・『荘厳経』9：「世尊。我得菩提成正覺已。所有十方無量無邊。無數世界一切
女人。若有厭離女身者。聞我名號發清淨心歸依頂禮。彼人命終即生我刹
成男子身。悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。（320b）」。女身を厭悪する、と
いう点で『無量寿経』等、往生して転女成男する、という点で『大阿弥陀
経』『平等覚経』と同様。両者を合わせたかたちとなる。

　以上から、『大阿弥陀経』『平等覚経』では阿弥陀仏国に女性が存在すること
を否定し、性別はすべて男性であるとすることがわかる。一方、『荘厳経』を
除く『無量寿経』以下の諸本では、願文の内容を転女成男とみなすとしても、
それは阿弥陀仏国以外でのことであり、阿弥陀仏国における女性の有無（厳密
に言えば阿弥陀仏国の人々の性別）について全く言及されていないことがわか
る。

4. 結論

　以上、第二章で「速得漏尽願」の内容を検討し、『大阿弥陀経』『平等覚経』
と『無量寿経』以後の諸本の間に、異性に対する愛欲がなくなることを誓うか
否か、という違いがあることを示した。続いて第三章にて、同じく『大阿弥陀
経』『平等覚経』と『無量寿経』以後の諸本の間に、阿弥陀仏国に男女の別に
ついての言及があるか否か、という違いがあることを示した。
　ところで、第二章で見たように、『大阿弥陀経』『平等覚経』では願文および
成就文の記述から、阿弥陀仏国の人々が女性に邪念を懐くことが無い、とされ
ていた。第三章で見たように、女人往生願とその成就文から見れば、そもそも
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ある。
　以上の記事について、次の異同が指摘できよう。

⑴　『大阿弥陀経』と『平等覚経』の二つは（異性に対する）愛欲が無いこ
とを誓う、という点で共通する。

⑵　梵本、蔵訳は自分の身体に対する執著が無いことを誓う。これは表現は
異なるものの、『如来会』、そして恐らくは『無量寿経』にも通じる内容で
あろう。

⑶　願文の形式の上では『荘厳経』が特異なもので、速得漏尽願と住正定聚
願を合体させたものであり、後半の速得漏尽願対応部分は内容上、異性に
対するものと限定されていない、という点で『無量寿経』などに通じるも
のと考えられよう。

　これだけの違いがあるのだから、⑴の二本と⑵⑶の五本が対応関係にあると
みなすのは難しいかもしれない。香川博士はこれらを対応させる根拠を示され
てはいない。ただ、内容上阿弥陀仏国の人々に煩悩が無いことを誓ったもので
あり、また順序の上では神通力を獲得することを誓う願文の次に置かれる、と
いう点で諸本すべてが共通することから、対応させることができると考える。
そして対応するとみなす場合、⑴と⑵⑶の間には異性に対する愛欲が無いよう
に誓われているか否か、自身に対する執著が無いように誓われているか否か、
の相違があることになる。そうすると、これらの願は、阿弥陀仏国に於ける男
女の別の取り扱いに関わるものと見ることができる。次章に見るように、〈無
量寿経〉諸本間では阿弥陀仏国と女性との関係の捉え方に相違があるので、そ
の点との関連を検討してみたい。

3. 阿弥陀仏国の女性について

　阿弥陀仏国における女性の取り扱いは、女人往生願とその成就文に示され
る 7。その内容は、おおよそ、以下のようになる。

・『大阿弥陀経』：第二願前半「第二願。使某作佛時。令我國中。無有婦人女
人。欲來生我國中者。即作男子。（301a）」（阿弥陀仏国には婦人なし。女
人が往生すると男子となる）
成就文：「其國中悉諸菩薩阿羅漢。無有婦女。壽命無央數劫。女人往生。
即化作男子。（303c）」（婦女なし。女人が往生すると男子となる）
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の人民に愛欲が無いように、という願である。三毒ではなく、貪欲のみ、
その内容も愛欲に限定される。『平等覚経』では「愛欲」は妻子に対する
もの、異性に対するものであり、仮りに『大阿弥陀経』の第十一願の内容
を整理したものと見れば、異性（女性）への貪欲に限定されたものとなる。
また成就文（283b）は『大阿弥陀経』とほぼ同文であって、ここからも
特に女性への貪欲を無くする願であると考えられる。

・『如来会』第十願：「若我成佛。國中有情起於少分我我所想者。不取菩提
（93c）」
「国中の有情、少分も我我所の想を起こさば菩提を取らず」という内容。
我我所の想を起こさないようにという願であって、『大阿弥陀経』『平等覚
経』とは大きく異なる。

・『荘厳経』第七願の一部：「世尊。我得菩提成正覺已。所有衆生令生我
刹。一切皆得住正信位。離顛倒想堅固修習。皆令得阿耨多羅三藐三菩提

（319b）」内容上、前半と後半に分けられる。前半は「一切、皆、正信位
に住することを得て」であって、『無量寿経』では第十願の次に置かれる

「住正定聚願」に相当する。後半の「顛倒の想を離れ、堅固に修習し」が
顛倒の想（すなわち煩悩）を離れるとされることから、速得漏尽願に対応
すると考えられる。

・ 梵 本 第 十 願：sacen me bhagavam
4

s tasmin buddhaks
4

etre ye sattvāh
4

 
pratyājāyeram

4

s, tes
4

ām
4

 kācit parigrahasam
4

ñotpadyetāntaśah
4

svazarīre ’pi, 
mā tāvad aham anuttarām

4

 samyaksam
4

bodhim abhisam
4

budhyeyam.
「その私の仏国土に生まれる有情たちに、少なくとも自分の身体について
何らかの執著の想が生じるなら、その限り…」という内容であって、阿弥
陀仏国の有情に執著の想が生じないように、という願である。

・蔵訳第十願：bcom ldan ’das gal te bdag gi sangs rgyas kyi zhing der 
sems can gang dag skyes par gyur pa de dag tha na rang gi lus la 
yongs su ’dzin pa’i ’du shes ’ga’ zhig bskyed na yang de srid du bdag bla 
na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub mngon par rdzogs par 
’tshang rgya bar mi bgyi’o //

「その私の仏国土に生まれた有情たちは少なくとも何らかの自分の身体に
執著する想が生じるなら、その限り…」という内容で、梵本と同じ内容で
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2. 願文の内容

2. 1. 『無量寿経』第十願
　まず、『無量寿経』第十願の内容を確認してみたい。第十願では、不取正覚
の条件として、国中の人天が、「想念を起こし」「身を貪計する」ことを挙げる。
後半については「身体に執著する」という意味でよいだろうが、前半について
ははっきりしない。『観経』では同じ「起想念」が初観の「日想観」中に「皆
見日没、当起想念、正坐西向、諦観於日」と用いられていて観想の一部の内容
とされるように、この言葉は必ずしも煩悩に関する内容を示すわけではない。
むしろ「想いをめぐらす」といった意味に、後半の「執著する」という内容で
意味を補って「妄念を懐く」というぐらいの意味になろうか 5。ただし、執著
する対象の身体が誰のものかは示されていない。『大阿弥陀経』の対応願文か
らの類推で「女身」と読むことも可能かもしれないが、「誰の」と明示されな
い以上、むしろ「その身」＝「自分自身の身体」と読む方が自然であろう。
2. 2. 対応する諸本の願文
　次に〈無量寿経〉諸本の対応する願文を確認する。香川孝雄『無量壽經の諸
本對照研究』6 によれば、『無量寿経』第十願に対応する諸本の願文は次のと
おり。

・『大阿弥陀経』第十一願：「第十一願。使某作佛時。令我國中。諸菩薩阿羅
漢。皆無有淫決之心。終無念婦女意。終無有瞋怒愚癡者。得是願乃作佛。
不得是願終不作佛（301c）」

「我が国中の諸の菩薩阿羅漢をして皆、淫決の心有ること無く、終に婦女
を念ずる意無く、終に瞋怒、愚癡の者有ること無からしめん」という内容。
阿弥陀仏国の菩薩・阿羅漢に三毒が無いように、という願であるが、特に
貪については、淫決の心、女性への貪欲に限定されている。
またこの願の成就文には「皆、心淨潔にして貪慕する所無所し。終に瞋怒
淫決心、愚癡の態無く、邪心、婦女を念ずる意有ること無し（303c）」と
いうが、ここからも特に女性への貪欲を無くする願であることがわかる。

・『平等覚経』第十願：「十我作佛時。我國中人民有愛欲者。我不作佛
（281b）」
「我が国中の人民、愛欲有らば、我れ作仏せず」という内容。阿弥陀仏国
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1. はじめに

　浄土宗では了慧『無量寿経鈔』以来、伝統的に『無量寿経』1 第十願を、「速
得漏尽願」と呼び 2 阿弥陀仏国の人天が漏尽通を獲得するように、と誓われた
願文とする。願文自体は次のとおりである。

設我得佛。國中人天。若起想念貪計身者。不取正覺（268a）。
（設し我、仏を得たらんに、国中の人天、若し想念を起こし、身を貪計せ
ば、正覚を取らじ）

　願文自体に漏尽通についての言及が無いにも関らず、これを「速得漏尽願」
と呼ぶ根拠は、⑴ 願文中の「起想念」を見惑、「貪計身」を修惑とみなし、こ
れらを起こさせないようにするものだから、漏尽を誓ったものとする、⑵ 第
五願～第九願に五神通を得るように誓われており、その次に置かれる願文だか
ら、順序からいって六神通の最後に置かれる漏尽通を得るように誓ったものの
はずである、というものである 3。五神通に関わる願は、例えば第五願「宿命
智通願」には「不悉識宿命」という言及があるように、すべて神通の名称に関
わる言葉が用いられているので、これらの神通の獲得を誓ったものと見ること
には問題はない。一方、第十願は上のような解釈を経て初めて漏尽通の獲得を
誓ったものとみなし得るのである。そのため、『無量寿経』では五神通が誓わ
れているのであって六神通の獲得は誓われていない、とする解釈もある 4。
　第十願が漏尽通の獲得を誓ったものであるかどうかの判断は、『無量寿経』
の解釈史に委ねるとしても、その内容自体はそれほど明白なものではない。ま
た、対応する他の諸本の願文と比較すると、その内容には大きな違いがある。
その違いは、諸本間の特に女性に関する態度の相違を反映しているようである。
本稿では、以下、その点について検討してみたい。

「速得漏尽願」をめぐって

齊　藤　舜　健
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不殺生・真実語・不盗・不所得を実践せよ。自制した者は、ヴェーダの学
習・清浄であること・満足すること・苦行・高次のブラフマンに心を向けよ。
それら禁戒と内制はそれぞれ五つずつであると示された。望まれれば、特別
な果報を与え、欲望を離れたものには、解脱を与える」（Viśn

4

u-Purān
4

a 6-7-
36 ～ 38）

　　ここでは、自在神の代わりに、ブラフマンが祈念の対象とされている。
11）“śvavr

4

tta” の複合語分解の説明である。
12）この後に、写本の欠損があるらしい。（校訂者脚注参照）
13）Y.S.2-32 ～ 34 に対する Bh. と Viv. が引用している Bh. はかなりの点で、

語句の相違がみられる。また、写本に欠損があることも、校訂者によって示
されている。しかしながら、本稿においては、Viv. の試訳が目指すところ
であるので、それらに関する詳細な注記は省略した。

（主な参考文献）
Rukmani,T.S., Yoga-sūtrabhās

4

yavivaran
4

a Vol.1, Munshriram Manoharlal 
Publishers Pvt.Ltd, 2001

Leggetto, Trevor, Śan
4

kara on the yoga-sūtra-s （vol.2）, London, 1983
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つまり、生死の境目で瞬間ごとに、たとえ死を望んでも、苦しみを与えた果報

は、定められた果報として受けなくてはならないので、つまり、どうしても受
けなくてはならないので、かろうじて息を吹き返してしまう。
　また、仮にかろうじて、善行などの実行に基づいて、殺生が多くの善行によ
って消し去られてより少なくなろうとも、その場合多くの善行に基づいて、安
楽に達するかもしれないが、消し去られていない殺生の過失によって、余命は
短いであろう。

　同様のことが、嘘などについても、殺生について述べられたことが、それぞ
れに適用される。

　以上のように、殺生などの相反思考には、不幸な果報が付きまとう。決して
相反思考に心を向けてはならない。[Viv.2-34]13）

「訳注」
１）Man

4

u-smr
4

ti 11-225, Gautama-dharma-śāstra 3-8-6
２）Man

4

u-smr
4

ti 11-212, Yājñavalkya-smr
4

ti 3-10-320
３）Man

4

u-smr
4

ti 11-217 によれば、黒月（満月から新月）の間は食事の量を一
口ずつ減じ、白月（新月から満月）の間は一口ずつ増やして食べ、一日に三
回沐浴するものとされている。

４）Man
4

u-smr
4

ti 11-218 によれば、行法はチャーンドラーヤナと同じであるが、
白月の第一日目からは、精神統一をするとされている。

５）Man
4

u-smr
4

ti 11-217
６）Man

4

u-smr
4

ti 11-213, Yājñavalkya-smr
4

ti 3-10-315
７）Yajnavalkya-smrti 3-10-316 によれば、サーンターパナに必要なものをそ

れぞれ六日間食べ、第七日目に断食するもとされている。
８）Man

4

u-smr
4

ti 11-216, Yājñavalkya-smr
4

ti 3-10-321 によれば、十二日間断食
するものとされている。

９）この後に、おそらく、「自在神への祈念」に関する記述があるはずである
が、写本に欠損があるらしい。（校訂者脚注参照）

　　尚、自在神への祈念に関しては、Y.S.1-23 ～ 28 でも説かれている。
10）禁戒と内制に関するヴィシュヌ・プラーナの記述を例示しておく。
　　「自らの心を相応しいところに導き、欲をなくしたヨーガ行者は、禁欲・
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のに、更に、弱いなかでも弱いものと、弱いなかでも適度に弱いものと、弱い

なかでも強いものの三種があり、同様に、中くらいのなかでも弱いものと、中

くらいのなかでも中くらいのものと、中くらいのなかでも強いものがあり、同

様に、強いなかでも弱いものと、強いなかでも中くらいのものと、強いなかで

も強いものの三種がある。このようにすると、殺生は八十一に区別される。

　更にそれに、つまり、八十一の区別の上に、命令・単独・合同の区別があ
るので、数え切れない。例えば、命令による区別とは、誰かある命令を受けた
人が、他の人に命令を下すことである。王からのように。そして、さらにその
命令を受けた人が、他の人に、さらにその人が他の人にというように。そし
て、すべての命令を受けた人は、合同で、あるいは、単独で殺生を行う。同様
に、最初に命令を下した人も、命令を受けた人と合同したり、あるいは、単独
で殺生を行うという意味である。殺されるものと殺すものなどの生き物の種類
は数えきれないからである。同様のことが、嘘などについても適用される。つ
まり、したものと、やらされたものと、なされたことを認めたものなどが適用
されるのである。
　実にそのような妄念は、苦しみと無知という終わりなき 12）果報をもたらす

とは、苦しみと無知という終わりなき果報が、そのものにあるということが、
苦しみと無知という終わりなき果報をもたらすということである。つまり、そ
のものに、苦しみという終わりのない果報があるということである。また、そ
のものに無知という終わりのない果報があるということである。従って、その
ような相反思考を心の中で決して起こしてはならないと考えて、対峙思考を想
念すべきである。

　さて、殺されるものには三種の苦しみが与えられる。それらの区別にしたが
って、果報にも区別があることが以下に示される。殺生を行う者は、まず、犠
牲となるものの活力を奪う。つまり、殺害者が姿を見せたり、脅したりして、
怯えさせて、活力を奪い、それから、剣などで打つことによって、苦痛を与え
る。更に、命を奪う。つまり、息の根を止めるのである。
　その活力を奪った者、つまり殺害者の動産も不動産も、つまり、家畜や田畑
などの資産も活力を奪われる。短剣などで打つことによって、苦しみを与える
ことは一種の殺生であるから、地獄界・畜生界・餓鬼界などにおいて、苦しみ
を経験することになる。同様に、命を奪うから、瞬間ごとに命を失う目にあい、
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とをしないだろう」ということなどである。しかし註釈では、禁戒のみが例示
されている。その理由は、それらは、必ず行われねばならないからであり、も
し行わなければ、重大な過失がおこるからである。しっかりと心にとめておく
必要がある。[Viv.2-33]

〈p.218 l.3〉
「殺生などをおこす相反思考は、したものと、やらされたものと、なされたこ
とを認めたものがあり、貪り・怒り・愚かさに基づいており、弱いものと、中
くらいのものと、強いものがあり、苦しみと無知という終わりなき結果を生じ
るものである」と対峙思考を想念する [Y.S.2-34]

〈p.218 l.14〉
　相反思考に関して、本質、区別、生じる原因、結果がスートラによって教示
された。殺生などの相反思考といわれたのが、本質である。自らおこしたもの
と、他人におこされたものと、他人がおこしたことを認めたものとわれたのが
区別である。貪り・怒り・愚かさに基づいておりといわれたのが、生じる原因
である。弱いものと、中くらいのものと、強いものとは、弱・中・強の過失で
ある。苦しみと無知という終わりなき結果を生じるものであると対峙思考を想
念する。これにより、結果が述べられている。
　そこで、まず殺生に関してといって、すべてを説明するために、一つが例示
されているのである。それには、したものと、やらされたものと、なされたこ
とを認めたものの三種があり、つまり、自らの意志によってなしたものと、頼
まれてやらされたものと、他人の意志によるものを、心で認め、受け入れたも
のである。それぞれに更に三種ありというのは、なにかといえば、肉と皮を得
ることを目的とするつまり、鹿を殺すという貪りに基づくもの、他人によって
侮辱されたことによっておこる怒りに基づくもの、私には徳がそなわるであろ

うと考える愚かさに基づくものがあるので、それらには、九の区別がある。更
にそれぞれに三種の区別がある。どのようにかというと、それらの貪り・怒
り・愚かさにも、弱いものと、中くらいのものと、強いものの三種があると説

かれたのである。

　更にそれらは三種あり、つまり、弱いものと、中くらいのものと、猛烈なも
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きである。なぜならば、対処されていない相反思考は、ヨーガ行者を殺生など
に向かわせてしまうであろうからである。
　このバラモンに殺生を始めとする相反思考が生じた場合、というこの時、不
殺生などにとっての相反思考、あるいは、殺生などという相反思考はどんな
ものであるのかというならば、不殺生に対する相反思考が殺生である。つま
り、「私は有害なものを殺そう」というものである。同様に、真実語にとって
は「私は嘘を言おう」という相反する考えが、相反思考である。同様に、不盗
にとっての相反思考は、「私は、この男のものを自分のものにしよう」という
ものである。同様に、禁欲にとっての相反思考は「私は、この男の妻のとこ
ろへ行こう」というものである。同様に不所得にとっても相反思考は、「私は、
この男の財産の所有者となろう」というものである。

 この（バラモン）という語は、殺生などすべての場合に係っている。「私は、
この男のものを自分のものにしよう」とは、他人のものを自分のものにしよう
とする行為である。「私は、この男の財産の所有者となろう」とは、他人に関
係しているものの所有者になることである。例えば、王子、王、大臣などのよ
うに。
　このように道を外させるような激しく燃え上がった妄念の熱によって苛まれ
ている者は、対峙思考を想念すべきである。

　どのように想念すべきかといえば、「恐ろしい輪廻の炎で焼かれている私は、
一切の生き物に安全を与えたから、ヨーガを行ずるという庇護所に達した。私

は、実にそのように妄念を捨て去ったにもかかわらず、何度も妄念をもつのは、

犬の行動に等しい。」とである。犬と同じ行動をすることが、犬の行動である。
あるいは、犬のような行動をすることが、犬の行動である 11）。それと等しい
と想念すべきである。

〈p.218 l.9〉
　「犬が吐き出したものを舐めるのと同様に、一度捨てたものを再び取るので
ある」と補足されている。「私はそのような人間と等しい」と思った時、「どう
して私はそうなのだろうか。それは正しくない」と想念すべきである。
　以上のことは、他のスートラ、つまり内制を説いたスートラにも適用される。
清浄であることなどの各々に関して認められる相反思考とは、「私は清浄なこ
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　苦行とは、両端に耐えることである。両端とは、飢えと渇き、飢えとは食べ
たいと思うことである。渇きとは飲みたいと思うことである。飢えと渇きに耐
えることが苦行なのである。あるいは、飢えと渇きは自然におこるものである
が、それらの飲食の量を減らすことも、苦行である。寒さと暑さとは、とても
耐えがたい場合、あるいは、少々耐えがたい場合も、苦行である。立つことと
坐ることとは法典によれば１）、「昼は立ち、夜は坐れ」とある。材木沈黙と非
材木沈黙とは、材木沈黙とは、手を用いることなどをしないことであり、非材
木沈黙とは手などは用いてもよいが、会話などをしないことである。
　また、彼ら即ちヨーガ行者にとっての行は、規則通りに行われる、つまり、
規定通りにであり、ホーマ祭などに違反する行いや、ダルマに反する行いを排
除するために、規則通りにといわれたのである。そして、それらは何である
かというと、クリッチュラなどである。クリッチュラとは、プラージャーパ
トヤなどである。「三日間は早朝に、三日間は夕方に、三日間は乞わずして与
えられたものを食せ。三日間は断食せよ」２）と説かれている。チャーンドラー
ヤナ３）とは、ヤヴァマドヤ４）やピピーリカーマドヤなどである。「一口ずつ増
やせ。」とも法典にある５）。サーンターパナとは、「牛尿、牛糞、牛乳、酪、酥、
クシャ草の搾り汁（を食べて）、一（昼）夜断食をする。それが、サーンタ
ーパナというクリッチュラであると、伝えられる」６）。正にそれを三度にわた
って行うのが、マハーサーンターパナ７）である。「など」という語があるので、
パラーカ８）などにも言及する意味を含んでいる。
　聖典の学習とは、解脱を説く諸聖典を学習すること、つまり、ウパニシャッ
ドなどの学習、あるいは、聖音を唱えることである。９）

　「それ（自在神への祈念）により、内的意識を体得し、また、諸々の障礙が
なくなる」と、（Y.S.1-29 で）既に説かれた。[Viv.2-32]

〈p.217 l.2〉
相反思考による妨げがある場合には、対峙思考を想念する [Y.S.2-33]

〈p.217 l.10〉
　そこで、禁戒と内制 10）に対して、反対する考えが相反思考である。それら
による妨げがある場合には、以下に述べる方法に従って、対峙思考を想念すべ
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＊ 使 用 テ キ ス ト：Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Coverment Oriental　
Series Vol.94, 1952

＊本稿中、下線を付した太字は Yoga-sūtra（以下、Y.S.） 本文、太字は Vivaran
4

a（以下
Viv.） が引用した Vyāsa の Bhās

4

ya（以下、Bh.）を表す。（尚、テキストには、Bh. 本
文も付されているが、今回は Y.S. と Viv. を訳出した。Bh. については、Viv. による引
用部分を参照されたい。）

〈p.215 l.7 ＝テキスト 215 ページの７行目を示す〉
清浄であること、満足していること、苦行、聖典の学習、自在神への祈念が内
制 [Y.S.2-32]

〈p.215 l.22〉
　清浄であること、満足していること、苦行、聖典の学習、自在神への祈念が
内制。それらのうち、清浄であることは、土などを使うことから生じるもので
ある。また、「など」という語があるので、水でもよい。また、神聖なものの
飲食とは、酥や乳を飲食することである。「また」という語があるので、神聖
なものを見たり、聞いたりすることでもよい。それが、外的に清浄であること
である。
　次に、内的なものが述べられる。心の汚れを、つまり愛欲や怒りなどを、そ
れに対立するものを思い起こすという水によって、洗い流すことである。

〈p.216 l.8〉
　満足していることとは、身近にあるものを獲得することによって、滋養する
こと以上に、つまり、身近にある滋養の原因となるものより以上の獲得を、望
まないことである。つまり、身近にあるものだけでは物足りなくても、十分だ
と思うことである。

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（２章 -32 ～２章 -34）

近　藤　辰　巳




