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基
調
講
演

お
念
佛
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ

　
―
立
教
開
宗
の
歴
程
―

大
本
山
百
萬
遍
知
恩
寺
法
主　

福
𠩤　

隆
善　
台
下

福
𠩤　

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

過
年
度
、『
お
念
佛
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
』
に
つ
い
て
何
か
話
し

て
ほ
し
い
と
い
う
ご
下
命
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め

三
年
越
し
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
、
伺
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

は
『
立
教
開
宗
の
歴
程
』
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

既
に
立
教
開
宗
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
凡
入
報
土
と
い
う
こ
と

で
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
が
た
か
ら
お
話
も
あ
り
ま
し
た
し
、
い
ま
さ

ら
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
す
る
と
い
う
の
も
面
は
ゆ
い
気
も
し
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
開
宗
八
五
〇
年
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
も
う
一
度
、
確
認
の
意
味
で
さ
せ
て
い

た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
出
し
た
タ
イ
ト
ル
を
変
え
る
わ
け

に
も
ま
い
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
ご
開

宗
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
が
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
必
然
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
は
誰
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
逆
に
人
が
生

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
て
一
つ
の
必
然
を

も
っ
て
私
ど
も
一
人
一
人
、
こ
の
世
に
送
り
出
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
永
遠
の
過

去
か
ら
の
時
間
的
縦
の
縁
、
つ
ま
り
両
親
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ

ら
に
そ
の
両
親
と
永
遠
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
過
去
か

ら
の
長
い
時
間
的
な
縦
の
縁
が
必
要
で
す
。
そ
れ
か
ら
横
の
場
所
的

縁
、
す
な
わ
ち
太
陽
や
土
や
水
や
空
気
や
、
あ
る
い
は
動
植
物
や
い

ろ
い
ろ
な
も
の
の
ご
縁
が
な
け
れ
ば
一
瞬
の
命
も
保
つ
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
ど
も
一
人
一
人
は
、
縦
の
縁
と
横
の

縁
の
交
差
軸
に
今
、
こ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
で
は
不
殺
生
と
い
う
こ
と
を
説
き
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ

い
ろ
な
命
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
、
私
ど
も
は
、
そ
の
縁
に
よ
っ
て
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生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
命
を
大
切
に
し
な
い
と
自
分
の

命
も
保
て
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
動
物
だ
け
で
は

な
く
て
、
紙
一
枚
、
米
粒
一
つ
ま
で
命
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
粗

末
に
す
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
命
を
殺
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
私
が
私
の
命
を

殺
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
殺
と
か

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
、
ぼ
う
っ
と
生
き
て
い
る
こ
と
で

本
当
に
貴
重
な
命
を
い
た
だ
い
た
者
の
責
務
を
果
た
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
釈
迦
様
は
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と

き
に
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

天
の
上
に
も
下
に
も
、
こ
こ
に
い
る
私
は
私
一
人
し
か
い
な
い
。
だ

か
ら
私
に
と
っ
て
私
は
も
っ
と
も
尊
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
も
ち
ろ
ん
私
だ
け
が
尊
い
の
で
は
な
く
て
、
存
在
す
る
一
つ
一

つ
、
一
人
一
人
が
全
て
尊
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

昔
、『
パ
ー
マ
ン
』
と
い
う
ア
ニ
メ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
主
人
公

の
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
人
形
が
、
困
っ
た
と
き
に
鼻
を
押
す
と
も

う
一
人
の
自
分
が
現
れ
て
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
と
い
う
物
語
が

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
わ
が
身

は
一
つ
し
か
な
い
。
だ
か
ら
た
い
へ
ん
大
事
だ
と
、
お
釈
迦
様
は
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
た
お
亡
く
な
り
に
な
る
直
前
に
、
弟
子
た
ち

が
心
の
不
安
を
訴
え
て
、
今
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
ら
、

私
た
ち
は
誰
を
頼
り
に
し
た
ら
い
い
の
で
す
か
と
い
う
心
の
不
安
を

訴
え
た
と
き
に
、
ご
存
じ
の
と
お
り
「
自
灯
明
、
法
灯
明
」、
自
ら

を
と
も
し
び
と
し
、
他
に
よ
る
な
か
れ
と
お
っ
し
ゃ
り
、
ま
た
法
に

よ
れ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
自
ら
を
と
も
し
び
に
せ
よ
と
い

う
こ
と
は
、
自
ら
の
人
生
は
自
ら
が
責
任
を
持
っ
て
歩
め
と
い
う
こ

と
で
す
。
他
に
よ
る
な
か
れ
と
い
う
の
は
、
他
人
は
ど
う
せ
当
て
に

な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
他
人
に
私
の
人
生
を
歩
ん
で

は
い
た
だ
け
な
い
、
も
ち
ろ
ん
他
人
の
人
生
を
私
が
歩
ん
で
あ
げ
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
人
生
は
私
が
責
任
を
持
っ

て
、
せ
っ
か
く
い
た
だ
い
た
命
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い

う
生
き
方
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

　

法
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
い
う
法
は
非
常
に
難
し
く
大

き
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
真
実
ま
こ
と
の
世
界
と
い
う
ふ

う
に
受
け
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
真
実
ま
こ

と
の
世
界
に
自
分
の
身
を
置
い
て
、
自
ら
を
生
か
し
て
い
け
と
い
う

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
真
実
ま

こ
と
の
世
界
を
ど
う
し
た
ら
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は

お
釈
迦
様
が
悟
ら
れ
た
真
理
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
は
ど
う
い
う
世
界
な
の
か
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
縁

起
の
世
界
と
も
、
中
道
の
世
界
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
縁
起
の
世
界
は
、

持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
で
す
べ
て
成
り
立
っ
て
相
関
関
係
に
あ
り

ま
す
か
ら
す
べ
て
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
、
中
道
は
、

空
と
も
い
い
ま
す
が
、
と
ら
わ
れ
な
い
生
活
を
心
得
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
偏
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
中
道
と
い
う
の
は
中

道
と
い
う
道
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
中
間
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
と
ら
わ
れ
を
な
く
す
、
そ
う
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
は
徹
底
し
て
自
己
を
見
つ
め
る
教
え
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

宗
教
に
よ
っ
て
は
外
の
こ
と
が
気
に
な
る
宗
教
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
仏
教
は
徹
底
し
て
自
ら
を
見
つ
め
る
宗
教
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
縁
起
、
中
道
に
目
覚
め
る
、
自
己
に
目
覚
め
る
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
は
八
正
道
を

説
か
れ
ま
し
た
。
八
つ
の
こ
と
を
正
し
く
し
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
正
し
い
と
い
う
意
味
が
非
常
に
抽
象
的
で
分

か
り
に
く
い
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
そ
の
実
践
体
系
を
示
さ
れ
た
の

が
戒
定
慧
の
三
学
だ
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
戒
め
を
守
る
。
戒

め
と
い
っ
て
も
戒
だ
け
で
は
な
く
て
、
教
え
も
含
め
て
お
釈
迦
様
の

お
言
葉
、
お
考
え
に
学
び
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

心
の
安
定
が
得
ら
れ
、
真
理
を
見
通
す
智
慧
の
目
が
開
か
れ
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
は
真
理
の
世
界
に
至
る
方
法
を
、

い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
対
機
説
法
で
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。
八
万
四

千
の
教
え
と
か
大
蔵
経
と
か
一
切
経
と
か
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
教
え
を
基
に
、
法
然
上
人
の
時
代
に
は
八
宗
九
宗
と
い
う

宗
派
が
成
立
し
て
お
り
ま
す
。
仏
教
に
は
い
ろ
い
ろ
な
教
え
が
あ
り

ま
す
が
、
た
と
え
ば
大
乗
と
小
乗
、
顕
教
と
密
教
、
一
乗
教
と
三
乗

教
、
頓
教
と
漸
教
、
制
教
と
化
教
、
経
宗
と
論
宗
、
教
内
の
教
え
と

教
外
の
教
え
、
難
行
道
と
易
行
道
、
自
力
門
と
他
力
門
、
聖
道
門
と

浄
土
門
と
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
分
け
方
が
あ
り
ま
す
。
け
れ

ど
も
、
法
然
上
人
の
当
時
の
教
え
か
ら
言
い
ま
す
と
、
難
行
、
自
力

で
聖
道
門
の
教
え
は
八
宗
九
宗
の
当
時
あ
っ
た
教
え
の
こ
と
で
、
い

わ
ゆ
る
成
仏
教
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
易
行
、
他

力
、
浄
土
門
が
、
法
然
上
人
の
お
開
き
に
な
っ
た
救
済
教
の
浄
土
宗

の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、
法
然
上
人
は
九
歳
の
と
き
に
お
父
上
が
不
慮

の
事
故
に
遭
っ
て
、
そ
の
亡
く
な
る
寸
前
に
、
自
他
共
に
救
わ
れ
る

道
を
求
め
よ
と
の
遺
言
を
授
か
り
ま
し
た
。
当
時
は
仇
討
ち
の
全
盛

の
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
、



─ 4 ─

自
他
共
に
救
わ
れ
る
道
を
求
め
よ
と
い
う
、
お
父
上
の
言
葉
が
生
涯

頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
人
を
侮
る
ふ
る
ま

い
を
し
た
お
父
上
、
そ
れ
を
遺
恨
に
思
っ
て
父
時
国
を
討
っ
た
定
明
、

こ
れ
は
当
時
い
つ
で
も
あ
り
得
る
人
間
の
一
つ
の
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
も
、
わ
が
菩
提
を
弔
え
と
い
う
お
父
上
は
、
自
分
が
仏
道
修
行

で
き
な
か
っ
た
、
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
で
き
な
か
っ
た
、
だ

か
ら
人
に
弔
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
す
。
法
然
上
人
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
自
分
で
そ
う
い

う
方
法
が
と
れ
る
教
え
が
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
で
ご
存
じ
の
と
お
り
観
覚
得
業
に
つ
き
、
次
い
で

比
叡
山
に
学
ば
れ
ま
し
た
。
当
時
の
比
叡
山
は
、
仏
教
の
総
合
大
学

み
た
い
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
求
道
の
か
た
が

た
が
よ
く
学
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

天
台
宗
の
教
え
と
い
う
の
は
大
変
難
し
い
の
で
す
が
、
天
台
三
大

部
が
基
本
的
な
書
物
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、『
法
然
上
人
伝
記
』
に
よ

り
ま
す
と
、
天
台
教
観
六
〇
巻
を
皇
円
阿
闍
梨
か
ら
学
ば
れ
ま
し
た
。

こ
の
六
〇
巻
と
い
う
の
を
ど
う
考
え
る
か
で
す
が
、『
法
華
玄
義
』、

『
法
華
文
句
』、『
摩
訶
止
観
』
は
各
一
〇
巻
ず
つ
あ
り
、
こ
れ
に
上

下
巻
が
あ
り
ま
す
の
で
合
わ
せ
れ
ば
六
〇
巻
に
な
り
ま
す
。
ま
た
第

六
祖
荊
渓
湛
然
と
い
う
人
に
十
巻
ず
つ
の
釈
書
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
れ
を
合
わ
せ
て
六
〇
巻
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
天
台
の
教
え
と
い

う
の
は
な
か
な
か
難
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
の
指
導
教
授
は
天

台
智
者
大
師
の
三
大
部
を
読
ん
で
、
天
台
大
師
の
仏
道
に
対
す
る
真

摯
な
気
持
ち
が
分
か
っ
て
涙
が
出
た
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
。
私
は
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
涙
が
出
る
ほ
ど
で
し

た
け
れ
ど
も
、
本
当
に
難
し
い
書
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

天
台
智
顗
と
い
う
方
は
、
仏
教
を
総
合
化
し
た
方
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
当
時
、
中
国
が
南
北
朝
に
分
か
れ
て
い
ま
し
て
、
北
朝
の
実
践

を
中
心
と
し
た
仏
教
と
、
南
朝
の
学
問
学
業
を
中
心
と
し
た
仏
教
と

い
う
特
色
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
南
朝
で
活
動
さ
れ
た
天
台
智
顗
は
、

学
問
中
心
の
仏
教
を
学
ば
れ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
学
問
だ
け
で
は

悟
り
に
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
北
朝
の
実
践
を
中
心
と
し
た

仏
教
を
取
り
入
れ
て
、
教
観
二
門
と
い
う
新
し
い
仏
教
体
系
を
構
築

さ
れ
ま
し
た
。
正
し
い
実
践
と
正
し
い
理
論
に
基
づ
か
な
い
と
悟
り

に
は
到
ら
な
い
と
し
、
智
慧
の
目
と
行
の
足
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

清
涼
池
、
静
寂
な
悟
り
の
世
界
に
到
達
す
る
の
だ
と
い
う
、「
智
目

行
足
到
清
涼
池
」
と
い
う
言
葉
を
常
に
言
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
天
台
の
教
観
二
門
の
う
ち
、
教
（
理
論
）
は
、
三
諦
円
融
と

か
三
千
円
具
と
い
い
、
こ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
が
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
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真
実
の
あ
り
よ
う
を
説
明
し
た
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
あ
る
が

ま
ま
の
実
相
の
世
界
、
諸
法
実
相
の
理
を
自
身
の
心
に
感
得
し
て
い

く
の
が
天
台
の
観
（
実
践
）
で
、
一
心
三
観
と
か
一
念
三
千
と
か
い

っ
て
お
り
ま
す
。
相
当
修
行
を
積
ま
な
い
と
、
な
か
な
か
そ
う
い
う

境
涯
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

天
台
の
実
践
は
止
観
の
実
践
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
心
を
と
ど
め
て

そ
の
も
の
の
真
実
を
究
め
て
い
く
。
や
っ
て
い
る
こ
と
は
禅
の
世
界

と
非
常
に
似
て
い
る
の
で
す
が
、
禅
と
い
う
の
は
何
に
も
集
中
し
て

は
い
け
な
い
、
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
と
ら

わ
れ
な
い
空
の
世
界
を
体
現
す
る
、
そ
れ
が
禅
の
世
界
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
止
観
と
い
う
の
は
、
心
を
一
所
に
と
ど
め
て
、
そ
の

も
の
の
真
実
を
受
け
止
め
て
い
く
。
心
が
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
行
っ
た

ら
こ
れ
は
単
に
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
だ
け
で
駄
目
で
す
。
あ
る
一
つ

の
と
こ
ろ
に
集
中
す
る
こ
と
、
そ
の
一
つ
は
ど
こ
で
も
い
い
の
で
す

け
れ
ど
も
、
天
台
で
は
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
の
集
中
す
る
場
所
は
わ

が
心
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
そ
れ
を
実
践
す
る
一
つ
に
常
坐
三
昧
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
三
昧
に
つ
い
て
す
こ
し
申
し
上
げ
て
お
き

ま
す
と
、
こ
れ
は
今
で
も
比
叡
山
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
九
〇

日
間
、
自
分
と
縁
の
深
い
あ
る
一
仏
を
本
尊
と
し
て
、
ず
っ
と
常
坐

で
対
話
す
る
の
で
す
。
一
日
ず
っ
と
そ
の
仏
を
見
つ
め
て
対
話
す
る

わ
け
で
す
か
ら
、
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。
何
日
か
し
ま
す
と
、
こ
れ

は
経
験
者
か
ら
聞
い
た
話
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
私
が
こ
ん
な

こ
と
せ
ん
な
ら
ん
の
か
と
、
疑
問
が
湧
い
て
き
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

仏
の
お
姿
を
ず
っ
と
見
て
座
っ
て
い
る
だ
け
で
悟
り
が
開
け
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
腹
立
ち
が
出
て
き
た
の
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の

仏
が
い
る
か
ら
私
は
こ
こ
に
座
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
、
そ
う
い
う
気
持

ち
に
な
っ
て
、
仏
に
対
し
て
大
変
、
憎
し
み
が
起
こ
っ
て
き
た
と
い

う
の
で
す
ね
。
し
ま
い
に
は
ぶ
ん
殴
り
た
く
な
っ
て
き
た
と
い
わ
れ

ま
し
た
。
ぶ
ん
殴
り
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
行
者
が

仏
を
ぶ
ん
殴
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
人
に
は
言
え
な
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
が
、
正
直
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
が
仏
さ
ま
は
そ
こ
に
座
っ
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
仏

さ
ま
が
、
お
い
、
お
前
い
っ
ぺ
ん
怒
っ
て
み
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら

怒
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
に
仏
に
対
す
る
腹
立
ち
の
気

持
ち
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
悟
る
、
悟
ら
ん
と
い
う
の
は
私

の
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
一
つ
の
と
こ

ろ
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
心
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
止
観
は
観
心
で
あ
り
、
私
の
心
の
沈
不
沈
が
迷
悟

に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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天
台
の
機
根
観
と
い
う
の
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

『
法
華
経
』
に
は
三
周
説
法
と
い
う
の
が
説
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、

上
根
の
た
め
に
説
か
れ
る
法
説
周
、
中
根
の
た
め
の
譬
説
周
、
下
根

の
た
め
の
因
縁
周
と
、
そ
れ
ぞ
れ
悟
り
を
導
く
説
法
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
が
、
上
中
下
の
差
は
あ
っ
て
も
、
お

釈
迦
様
の
説
法
に
よ
っ
て
悟
り
が
開
け
る
と
い
う
考
え
方
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
天
台
で
は
機
の
こ
と
を
「
可
発
の
義
」
と
い
っ
て
自
ら
の

力
で
開
く
こ
と
が
で
き
る
、
開
発
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
伝
教
大
師
に
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、『
顕
戒
論
』

に
、「
最
下
鈍
の
者
も
十
二
年
を
経
れ
ば
必
ず
一
験
を
得
る
」
と
い

う
考
え
の
下
に
比
叡
山
で
十
二
年
間
、
籠
山
を
さ
せ
る
と
い
う
考
え

方
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

天
台
の
教
え
に
つ
い
て
の
法
然
上
人
の
受
け
止
め
と
し
て
は
、

『
往
生
大
要
鈔
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
煩
悩
即
菩
提
生
死
即
涅
槃

と
観
じ
て
、
観
心
に
て
仏
に
な
る
と
な
ら
ふ
也
。
三
観
六
即
、
中
道

実
相
の
観
」
と
い
う
難
し
い
観
法
を
行
っ
て
い
く
。『
無
量
寿
経
釈
』

に
は
「
一
念
三
千
、
一
心
三
観
観
」、
あ
る
い
は
『
観
無
量
寿
経
釈
』

に
「
発
菩
提
心
と
は
円
融
発
心
に
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
『
無
量
寿
経
釈
』
に
は
、「
比
叡
山
は
こ
れ
伝
教
大
師
建
立（
中

略
）、
大
師
自
ら
結
界
し
て
、
谷
を
堺
ひ
、
峰
を
局
つ
て
、
女
人
の

形
を
入
れ
ず
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
女
性
を
比
叡
山
に
は
入
れ
な
か
っ

た
と
い
う
、
こ
れ
は
高
野
山
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
仏
教

は
女
性
を
遠
ざ
け
る
仏
教
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

天
台
に
対
す
る
法
然
上
人
の
印
象
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』

に
よ
り
ま
す
と
、「
四
教
五
時
の
廃
立
鏡
を
か
け
、
三
観
一
心
の
妙

理
、
玉
を
み
が
く
、
所
立
の
義
勢
、
殆
師
の
を
し
え
に
超
え
た
り
。

闍
梨
い
よ
い
よ
感
嘆
し
て
、
学
道
を
つ
と
め
大
業
を
と
げ
て
、
円
宗

の
棟
梁
と
な
り
給
へ
と
、
よ
り
よ
り
こ
し
ら
へ
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、

更
に
承
諾
の
詞
な
し
。
な
を
こ
れ
名
利
の
学
業
な
る
こ
と
を
い
と
ひ

（
中
略
）
黒
谷
の
慈
眼
房
叡
空
の
庵
に
い
た
り
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
、

自
分
の
悟
り
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
学
問
に
よ
っ
て
天
台
の

棟
梁
に
な
る
た
め
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

　

そ
こ
で
法
然
上
人
は
、
叡
空
上
人
の
お
ら
れ
る
黒
谷
へ
お
移
り
に

な
り
ま
し
た
。
黒
谷
は
別
所
と
言
わ
れ
て
、
真
面
目
な
修
行
者
の
集

ま
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
叡
空
上
人
は
ま
た
、『
往
生
要
集
』

に
精
通
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
学
ば
れ
た
よ
う
で
す
。

後
々
「
往
生
要
集
を
先
達
と
為
し
て
浄
土
門
に
入
る
」
と
い
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

黒
谷
は
ま
た
、
東
陽
房
忠
尋
と
い
う
方
が
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
方
は
、
い
わ
ゆ
る
口
伝
法
門
の
大
変
な
学
者
で
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ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
来
口
伝
で
伝
え
て
い
く
法
門
を
『
漢
光
類
聚
』

と
い
う
書
に
著
し
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
口
伝
法
門
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
、
大
工
の
棟
梁
が
の
み
を
持
っ
て
こ
い
と
弟
子
に
言
い
ま

す
。
弟
子
が
の
み
を
持
っ
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
の
み
を
持
っ
て
こ

い
と
い
う
こ
と
は
、
槌（
つ
ち
）も
持
っ
て
こ
な
い
と
駄
目
じ
ゃ
な
い

か
と
叱
ら
れ
ま
す
。
の
み
を
持
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
槌
も
一

緒
に
持
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
表
現
さ
れ
て

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
あ
り

ま
す
。
口
伝
法
門
は
そ
う
い
う
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
行
間

に
あ
る
意
味
で
あ
る
と
か
、
奥
行
き
の
あ
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い

く
の
に
は
、
お
師
匠
さ
ん
に
口
伝
え
で
伝
え
て
も
ら
わ
な
い
と
分
か

ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
、
そ
れ
を
受
け
な
い
と
そ
の
奥
義
を
得
ら
れ

な
い
と
い
う
よ
う
な
秘
密
主
義
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
口
伝
法
門

時
代
に
は
教
相
主
義
と
観
心
主
義
と
い
う
二
つ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

教
相
主
義
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
こ
と
を
解
釈
し
て
い
く
の
に
あ
ら

ゆ
る
情
報
を
集
め
て
き
て
、
公
平
、
客
観
、
妥
当
的
な
解
釈
を
し
て

い
く
立
場
を
い
い
ま
す
。
誰
が
見
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
だ
な
と
い
う
、

そ
う
い
う
解
釈
を
見
い
だ
し
て
い
く
、
こ
れ
が
教
相
主
義
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
今
ま
で
の
解
釈
と
い
う
の
は
何
か
足
り
な
い
、

お
か
し
い
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
間
違
っ
て
い
る
、
私
の
こ

の
受
け
止
め
こ
そ
お
釈
迦
様
の
真
理
を
開
顕
し
た
の
だ
と
、
そ
う
い

う
自
己
の
安
心
の
確
立
を
優
先
す
る
、
人
の
解
釈
に
は
頼
ら
な
い
観

心
主
義
と
い
う
考
え
方
が
一
方
で
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
へ
ま
た

本
覚
法
門
と
始
覚
法
門
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
始
覚
法
門
と
い

う
の
は
、
い
ま
だ
迷
っ
て
い
る
者
が
い
か
に
悟
り
へ
の
道
を
歩
む
か

と
い
う
向
上
的
な
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
覚
法
門
と
い
う
の
は
、

既
に
仏
の
覚
位
に
い
る
と
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
く
と
い
う
、

そ
う
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
当
時
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
観
心
主
義

と
本
覚
法
門
が
く
っ
つ
い
た
考
え
方
が
、
非
常
に
は
や
っ
た
の
で
す

ね
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
絶
対
肯
定
主
義
的
な
考
え
方
で
、
修
行
を

な
に
か
軽
視
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

法
然
上
人
も
口
伝
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、

『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
る
お
詞
』
に
は
「
口
伝
な
く
し
て
浄
土
の
法
門

を
見
る
は
、
往
生
の
得
分
を
う
し
な
ふ
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
き
っ
ち
り
と
し
た
指
導
を
受
け
な
い
と
駄
目
だ

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
『
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法

語
』
に
は
「
善
人
な
お
も
て
往
生
す
、
况
や
悪
人
を
や
の
事
口
伝 

之
あ
り
」

と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
と
し
て
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
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既
に
法
然
上
人
に
も
あ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
悪
人
正
機
的
な
言
葉

で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
口
伝
あ
り
と
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
や
は
り
説
明
を
き
ち
っ
と
聞
か
な
い
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

悪
い
こ
と
を
し
た
ほ
う
が
一
層
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
救
っ
て
く
だ
さ
る

の
だ
と
し
て
、
せ
い
ぜ
い
悪
い
こ
と
を
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
と
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
ら
、
全
く
意
味
が
違
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
で
す
か
ら
や
は
り
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
き
っ
ち
り
受
け

止
め
て
い
か
な
い
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
黒
谷
に
お
い
て
教
学
的
理
論
の
仏
教
学
問

か
ら
、
自
ら
の
解
脱
を
求
め
る
宗
学
的
主
体
的
学
問
へ
の
転
換
を
こ

こ
で
な
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
叡
山
の
棟
梁
と
な

り
た
ま
え
と
言
わ
れ
て
も
解
脱
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
抜
か

れ
て
、
自
分
の
解
脱
を
求
め
る
と
い
う
、
そ
の
た
め
の
仏
道
を
求
め

た
い
と
い
う
意
味
の
主
体
的
な
学
問
の
在
り
方
で
す
。
単
に
教
学
的

に
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
生
死
解
脱

の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
転
換
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
転
換
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
嵯
峨
の
釈
迦
堂
に
参
籠
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で

仏
教
観
の
転
換
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
お
釈
迦

様
の
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た
の
は
や
は
り
仏
道
に
迷
い
、
こ
れ
か
ら
の

求
道
の
ご
加
護
を
求
め
る
た
め
と
思
い
ま
す
。
当
時
は
イ
ン
ド
へ
行

く
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
、
近
く
に
イ
ン
ド
か

ら
来
ら
れ
た
と
い
う
お
釈
迦
様
は
五
臓
六
腑
を
備
え
た
生
き
仏
で
あ

る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
人
々
が
お
釈
迦
様
に
す
が
っ

て
、
救
い
を
求
め
て
い
る
民
衆
の
姿
を
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
比

叡
山
で
は
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。

　

も
と
も
と
こ
の
時
代
は
、
一
つ
の
仏
教
の
転
換
期
だ
と
思
っ
て
お

り
ま
す
が
、
日
本
仏
教
史
と
い
う
も
の
の
時
代
区
分
は
、
政
治
史
の

時
代
区
分
で
な
さ
れ
ま
す
。
平
安
時
代
と
か
鎌
倉
時
代
と
か
、
こ
れ

は
政
治
史
の
時
代
区
分
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
仏
教
に
は
仏
教
の
時
代

区
分
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
国
家

仏
教
時
代
で
あ
り
、
伝
来
か
ら
蘇
我
氏
の
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、

さ
ら
に
は
聖
徳
太
子
や
聖
武
天
皇
、
桓
武
天
皇
、
嵯
峨
天
皇
の
か
た

が
た
に
よ
っ
て
仏
教
が
維
持
さ
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
そ
れ
は
平
安

末
期
ぐ
ら
い
ま
で
続
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
は

庶
民
仏
教
時
代
と
な
り
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
で
あ
り
、
法
然
上
人

が
築
か
れ
た
一
つ
の
仏
教
観
が
大
体
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
時
代

で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
番
目
が
諸
宗
継
承
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
は
、

室
町
、
江
戸
期
で
、
そ
う
目
立
っ
た
展
開
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
四
番
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目
が
言
葉
に
困
っ
た
の
で
す
が
、
諸
思
想
対
応
時
代
と
し
て
お
き
ま

す
が
、
明
治
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
を
、
こ
う
い
う
時
代
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
こ
の
百
年
、
二
百
年
の
変
化

と
い
う
の
は
も
の
す
ご
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
い
ち
い

ち
対
応
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
代
で
す
。
神
仏
分
離
令
の

発
令
が
ま
ず
大
き
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
大
き
な
時

代
の
変
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
時
代
区
分
を
し
て
い
く
と
、
庶
民
仏
教
時
代
は
聖
の

仏
教
を
中
心
と
し
て
築
か
れ
て
い
っ
た
時
代
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ

の
先
頭
に
立
た
れ
た
の
が
法
然
上
人
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
時
代
に
出
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
仏
教
観
の
転
換
、
つ
ま

り
国
家
仏
教
か
ら
庶
民
仏
教
へ
の
転
換
が
こ
こ
で
な
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
気
持
で
南
都
に
遊
学
を
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。『
決

答
疑
問
銘
心
抄
』
に
は
、「
本
山
に
於
て
天
台
を
学
ぶ
の
時
、
所
詮

は
一
心
三
観
を
以
て
出
要
の
旨
と
す
。
大
師
の
御
本
意
分
明
な
る
の

間
、
此
に
付
て
之
を
行
ぜ
ん
と
欲
す
る
処
に
、
法
は
甚
深
な
り
と
雖

も
、
吾
が
機
及
び
難
し
、
仍
て
南
都
に
至
り
遍
く
華
厳
三
論
法
相
の

宗
を
学
す
」
と
あ
り
ま
す
。
南
都
へ
行
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う

も
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
訪
ね
た
人
に
つ
い

て
は
、
各
伝
記
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
た
く
さ
ん
出

て
く
る
の
は
『
勅
伝
』
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
蔵
俊
、
寛
雅
、
景
雅
、

実
範
と
い
う
四
人
の
学
匠
を
訪
ね
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

蔵
俊
と
い
う
の
は
、
法
相
宗
の
人
で
す
。
法
相
宗
と
い
う
の
は
、

法
の
相
と
性
と
を
明
ら
か
に
す
る
、
つ
ま
り
現
象
と
し
て
現
れ
て
い

る
世
界
と
本
体
と
い
い
ま
す
か
本
性
と
の
関
係
を
解
く
、
そ
し
て
諸

法
の
実
相
を
究
め
て
い
こ
う
と
い
う
宗
派
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
祖
大

師
も
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
「
五
重
唯
識
の
観
に
住
し
て
、
し
か
も

四
弘
を
お
こ
し
、
六
度
を
行
じ
て
、
三
祗
劫
を
へ
て
ほ
と
け
に
な
る

と
申
す
な
り
」
と
か
、『
観
無
量
寿
経
釈
』
に
「
諸
宗
諸
家
に
甚
深

の
理
観
の
行
あ
り
。
云
わ
く
法
相
宗
は
五
重
唯
識
三
性
三
無
性
観
」

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
重
唯
識
観
と
い
う
の
は
、
万
法
唯

識
の
世
界
を
観
念
し
て
、
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
在
り
方
を
受
け
止
め

て
い
く
、
そ
う
い
う
観
法
を
行
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
難

し
い
で
す
。

　

次
は
寛
雅
の
三
論
宗
で
す
。
三
論
宗
と
い
う
の
は
、
経
に
よ
ら
ず

論
に
よ
っ
て
い
る
宗
派
で
ご
ざ
い
ま
す
。
論
宗
で
す
ね
。『
中
論
』

『
十
二
門
論
』『
百
論
』
な
ど
、
龍
樹
菩
薩
と
提
婆
菩
薩
の
書
か
れ
た

論
に
よ
っ
て
教
学
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
と
ら

わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
く
宗
派
で
ご
ざ
い
ま
す
。
経
に
依
ら
な

い
の
も
、
特
定
の
経
に
と
ら
わ
れ
な
い
た
め
で
す
。
破
邪
顕
正
と
い
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い
、
そ
の
破
邪
と
い
う
の
は
と
ら
わ
れ
る
心
を
打
ち
破
る
こ
と
で
あ

り
、
顕
正
と
い
う
の
は
正
し
い
こ
と
を
顕
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
破
邪
の
他
に
顕
正
は
な
く
、
破
邪
が
そ
の
ま
ま
顕
正
で
ご
ざ
い
ま

す
。
結
局
は
、
と
ら
わ
れ
の
心
を
な
く
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
八
不
中
道
」、「
真
俗
二
諦
」
も
説
明
を
す
れ
ば
、
結
局
と
ら
わ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
祖
さ
ま

の
受
け
止
め
方
も
、「
八
不
中
道
の
無
相
の
観
に
住
し
て
し
か
も
心

に
は
四
弘
誓
願
を
お
こ
し
、
身
に
は
六
波
羅
蜜
を
行
じ
て
、
三
僧
祇

に
菩
薩
の
行
を
修
し
て
ほ
と
け
に
な
る
と
申
す
也
」
と
、『
往
生
大

要
鈔
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
景
雅
は
、
華
厳
宗
の
人
で
す
が
、
華
厳
宗
と
い
う
の
は
法
界

縁
起
、
事
事
無
礙
の
宇
宙
観
を
説
く
宗
派
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
初

発
心
時
、
便
成
正
覚
」
と
発
心
を
起
こ
し
た
と
き
、
そ
の
ま
ま
、
仏

の
姿
で
あ
る
と
い
う
、「
即
身
成
仏
と
な
ら
ふ
な
り
」
と
い
わ
れ
、

そ
う
い
う
境
涯
に
す
ぐ
さ
ま
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
な
か
な

か
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
実
範
で
す
が
、
実
際
は
法
然
上
人
が
会
う
こ
と
が
恐
ら

く
無
理
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
東
大
寺
の
別
所
で
あ
っ
た
、
光
明
山

寺
と
い
う
と
こ
ろ
が
奈
良
と
京
都
の
ち
ょ
う
ど
中
間
あ
た
り
の
所
に

ご
ざ
い
ま
し
て
、
法
然
上
人
も
行
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
け
れ
ど
も
、
熱
心
な
念
仏
者
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
紀
元
一
一
四
四
年
、
法
然
上
人
の
十
一
、
二
歳
の
と
き

に
実
範
は
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
恐
ら
く
会
う
こ
と
は
無
理

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
真
言
宗
の
教
え
に
つ
い
て
も
『
往
生

大
要
鈔
』
に
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
父
母
所
生
身
、
速
証
大

覚
位
と
申
し
て
、
こ
の
身
な
が
ら
大
日
如
来
の
く
ら
ゐ
に
の
ぼ
る
」

と
あ
り
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま
が
大
日
如
来
の
位
に
の
ぼ
る
、「
入
我

我
入
阿
字
本
不
生
の
観
」
を
実
践
す
る
の
だ
と
い
う
、
な
か
な
か
こ

れ
も
難
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
無
量
寿
経
釈
』
に
「
高
野
山

は
、
弘
法
大
師
結
界
の
峰
、
女
人
の
非
器
の
闇
を
照
ら
さ
ず
」
と
あ

り
、
や
は
り
伝
教
大
師
と
同
じ
よ
う
に
女
性
を
忌
避
い
た
し
ま
し
た
。

　

次
に
禅
宗
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
禅
宗
は
己
心
を
究
め
よ
う

と
す
る
教
え
で
あ
り
、
教
外
別
伝
、
不
立
文
字
、
以
心
伝
心
、
直
指

人
心
、
見
性
成
仏
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
つ
ま
り
仏
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
元
祖
さ
ま
は
「
前
仏
後
仏
と
な
ら
ひ

て
、
た
ち
ま
ち
に
人
の
心
を
さ
し
て
ほ
と
け
と
申
す
な
り
、
か
る
が

ゆ
へ
に
、
即
心
是
仏
の
法
と
名
づ
け
て
、
成
仏
と
は
申
さ
ぬ
な
り
」

と
、『
往
生
大
要
鈔
』
に
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
仏
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
も
と
も
と
仏
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

諸
宗
に
対
し
て
、
元
祖
さ
ま
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
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と
申
し
ま
す
と
、『
登
山
状
』
に
、「
そ
も
そ
も
一
代
諸
教
の
う
ち
、

顕
宗
密
宗
、
大
乗
小
乗
、
権
教
実
教
、
論
家
八
宗
に
わ
か
れ
、
義
万

差
に
つ
ら
な
り
て
、
あ
る
い
は
万
法
皆
空
の
宗
を
と
き
、
あ
る
い
は

諸
法
実
相
の
心
を
あ
か
し
、
あ
る
い
は
五
性
各
別
の
義
を
た
て
、
あ

る
い
は
悉
有
仏
性
の
理
を
談
じ
、
宗
々
に
究
竟
至
極
の
義
を
あ
ら
そ

ひ
、
各
々
甚
深
正
義
の
宗
を
論
ず
。
み
な
こ
れ
経
論
の
実
語
な
り
。

そ
も
そ
も
又
如
来
の
金
言
な
り
。
あ
る
い
は
機
を
と
と
の
え
て
こ
れ

を
と
き
、
あ
る
い
は
時
を
か
が
み
て
こ
れ
を
お
し
へ
給
へ
り
。
い
づ

く
が
あ
さ
く
、
い
づ
れ
が
ふ
か
き
、
と
も
に
是
非
を
わ
き
ま
え
が
た

し
。
か
れ
も
教
、
こ
れ
も
教
、
た
か
ひ
に
偏
執
を
い
だ
く
事
な
か
れ
。

説
の
ご
と
く
修
行
せ
ば
、
み
な
こ
と
ご
と
く
生
死
を
過
度
す
べ
し
。

法
の
ご
と
く
修
行
せ
ば
、
と
も
に
お
な
じ
く
菩
提
を
証
得
す
べ
し
」

と
い
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
は
皆
、
悟
り
に
至
る
道
だ
と
、
ど
れ
が

浅
い
と
か
深
い
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
。

　

た
だ
、
ご
自
身
は
諸
宗
に
ど
う
反
応
さ
れ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、

ま
ず
、
声
聞
、
縁
覚
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
往
生
大
要
鈔
』
に
「
声

聞
の
み
ち
に
を
も
む
く
に
、
二
百
五
十
戒
た
も
ち
が
た
し
。
苦
集
滅

道
の
観
成
じ
が
た
し
。
も
し
縁
覚
の
観
を
も
と
む
と
も
飛
花
落
葉
の

さ
と
り
、
十
二
因
縁
の
観
、
と
も
に
お
よ
ば
ぬ
事
な
り
」
と
言
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
声
聞
の
道
は
、
倶
舎
、
律
、
成
実
と
い
う
よ
う
な
宗

が
ご
ざ
い
ま
す
。
縁
覚
と
い
う
の
は
、
独
覚
と
も
訳
し
ま
す
が
、
一

人
で
縁
を
覚
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
仏
の
教
え
に
よ

ら
な
い
、
一
人
で
縁
を
覚
る
教
え
で
す
。
ち
ょ
っ
と
思
い
ま
す
の
は
、

お
釈
迦
さ
ま
も
最
初
は
縁
覚
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
十
二
因
縁
を
悟
ら

れ
て
、
自
分
の
悟
り
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
ら
れ
て
、
人
に
説
こ
う
と

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
縁
覚
な
の
か
な
と
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
人
に
説
く
決
心
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
菩
薩
の
行
を
修
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
天
台
の
教
え
に
対
し
て
は
、
さ
き
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、「
叡
峰
に
在
り
て
天
台
の
余
風
を
扇
ぎ
、
玉
泉
の
下
流
を
挹（
く
）み

、

三
観
六
即
に
お
い
て
疑
雲
未
だ
披
け
ず
。
四
教
五
時
に
お
い
て
迷
闇

未
だ
暁
け
ず
、
况
ん
や
異
宗
他
門
に
お
い
て
を
や
」
と
、
天
台
の
教

え
も
自
分
の
力
に
合
わ
な
い
、
真
言
止
観
に
つ
い
て
も
、
力
が
及
ば

な
い
と
さ
れ
、「
行
人
の
不
法
な
る
に
よ
り
て
機
は
及
ば
ぬ
也
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
誰
も
が
関
わ
れ
る
道
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
『
往

生
要
集
』
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
比
叡
山
で
は

『
往
生
要
集
』
に
よ
り
既
に
凡
夫
往
生
の
得
否
に
つ
い
て
、
関
心
が
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絞
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
南
都
の
諸
師
が
元
祖
の
問
い

に
答
え
ら
れ
ず
、
皆
、
弟
子
の
礼
を
と
っ
た
と
い
う
の
は
、
思
い
も

か
け
な
い
質
問
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
南
都
の
諸

師
は
当
時
の
優
れ
た
学
匠
で
あ
っ
て
、
自
宗
の
こ
と
に
つ
い
て
若
い

天
台
僧
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
つ
ま
り
凡
夫
の
往
生
の
得
否
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
力
不
足
と
い
う

よ
り
も
、
思
い
も
か
け
な
い
質
問
を
さ
れ
て
、
答
え
に
窮
し
た
と
思

わ
れ
る
の
で
す
。
法
然
上
人
の
求
め
ら
れ
た
の
は
、
平
等
往
生
成
仏

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
修
行
の
で
き
な
か
っ
た
父
上
や
定
明
も
対

象
に
入
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
何
よ
り
も
自
分
が
諸
宗
の
教

え
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
教
え
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
、
失
意
の
下
に
黒
谷
の
報
恩
蔵
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
当
時
に
は
、
凡
夫
と
い
う
意
識
が
随
分
と
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
ふ
り
か
え
り
ま
す
と
、
聖
徳
太
子
の
『
憲
法
十
七
条
』
第
十
条

に
「
共
に
是
れ
凡
夫
な
る
の
み
」
と
あ
り
、
あ
る
い
は
伝
教
大
師
最

澄
の
『
願
文
』
に
は
「
愚
中
の
極
愚
、
狂
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、

底
下
の
㝡（
最
）澄
」
と
、
す
ご
い
自
己
反
省
の
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
が
、
こ
の
最
澄
の
教
え
は
、
や
は
り
天
台
の
可
発
の
義
、
つ
ま

り
愚
か
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
で
き
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
に
基
づ

い
て
お
り
ま
す
。
源
信
も
同
じ
で
す
。

　

天
台
で
は
も
と
も
と
凡
夫
と
は
ど
の
程
度
の
こ
と
を
い
う
の
か
と

い
う
こ
と
で
、
行
位
論
を
見
て
み
ま
す
と
、
二
つ
ご
ざ
い
ま
し
て
、

法
華
瓔
珞
に
よ
る
八
位
説
と
、
円
教
独
自
の
六
即
説
と
の
対
応
関
係

に
な
り
ま
す
。
理
屈
と
し
て
仏
だ
と
い
う
の
が
理
即
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
お
釈
迦
様
の
経
典
に
よ
っ
て
自
分
は
仏
だ
と
知
る
。
し
か

し
仏
に
な
っ
た
と
い
う
自
覚
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
教
え
を
も
っ
て
自

分
も
仏
に
な
る
の
だ
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
知
っ
た
の
が
名
字
即
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
実
践
を
し
て
い
く
の
が
観
行
即
、
こ
れ
が
八
位
説

の
最
初
の
修
行
の
段
階
の
五
品
弟
子
位
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

悟
り
に
似
た
状
態
に
入
る
相
似
即
が
十
信
位
と
い
う
と
こ
ろ
、
そ
れ

か
ら
十
住
、
十
行
、
十
回
向
、
十
地
、
等
覚
位
が
真
理
の
一
部
を
体

得
す
る
と
い
う
こ
と
で
分
証
即
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
本
当
の
悟

り
が
妙
覚
位
の
究
竟
即
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
観
行
即
、
相

似
即
が
凡
位
の
菩
薩
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
と
こ
ろ
を
凡
夫
と
言
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
悟
り
の
一
部
を
体
得
す
る
以
前
の
人
を
い
い
ま

す
か
ら
、
か
な
り
高
い
凡
夫
の
位
置
付
け
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
以
上

は
聖
位
の
菩
薩
で
、
い
わ
ゆ
る
聖
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
と
永
観
、
珍
海
な
ど
の
方
が
た
も
凡
夫
の
自
覚
を
言
っ
て
お
ら

れ
ま
す
が
、
法
然
上
人
は
た
と
え
ば
『
十
二
問
答
』
に
「
ヒ
ラ
凡
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夫
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
れ
が
一
つ
の
鍵

だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
ヒ
ラ
凡
夫
と
い
う
法
然
上
人
の
凡
夫
観

は
、
も
ち
ろ
ん
自
ら
の
「
三
学
非
器
の
凡
夫
」
も
含
め
て
ヒ
ラ
凡
夫

と
い
う
考
え
方
が
、
一
つ
の
法
然
上
人
の
凡
夫
観
で
あ
っ
て
、
特
別

な
凡
夫
で
は
な
く
普
通
の
凡
夫
と
い
い
ま
す
か
、
い
ろ
い
ろ
な
中
身

を
持
っ
た
凡
夫
、
後
で
ま
た
申
し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら

凡
夫
意
識
の
転
換
が
こ
の
段
階
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
自
ら
は
三
学
非

器
の
凡
夫
と
い
う
、
三
学
が
修
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
と
ん
で

も
な
い
こ
と
で
、
一
般
の
仏
教
徒
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
を
求
め
る
な

と
言
わ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
凡
夫
意
識
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
未
断
惑
の
凡
夫
が
往
生
で
き
る
の
だ
と
、
断
惑
し
な
く
て

も
い
い
の
だ
と
い
う
、
滅
罪
観
の
転
換
も
同
時
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
臨
終
来
迎
と
い
う
こ
と
も
、
臨
終
に
来
迎
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
身

心
の
状
態
に
よ
っ
て
そ
う
な
ら
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

と
き
は
往
生
で
き
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
や
は
り
出
て
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
い
や
そ
う
で
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
よ
と
、『
百
四
十
五

箇
條
問
答
』
に
「
臨
終
に
、
善
知
識
に
あ
ひ
候
は
ず
と
も
、
日
ご
ろ

の
念
仏
に
て
往
生
は
し
候
べ
き
か
。
善
知
識
に
あ
は
ず
と
も
、
臨
終

お
も
ふ
様
な
ら
ず
と
も
、
念
仏
申
さ
ば
往
生
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。

来
迎
が
あ
っ
て
臨
終
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
あ
り
が
た
い

理
想
的
な
臨
終
の
あ
り
方
で
す
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
理

想
的
に
は
い
か
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
不
安
を
解
消
し
て
い
こ
う
と
、
臨
終
観
を
転
換
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
教
え
の
選
び
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、『
逆
修
説
法
』

に
は
「
た
だ
こ
の
一
宗
の
み
、
機
と
教
と
相
応
せ
る
の
法
門
な
り
」

と
あ
り
、『
要
義
問
答
』
に
は
「
教
を
え
ら
ぶ
に
あ
ら
ず
。
機
を
は

か
ら
ふ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
仏
教
界
は
最
勝
の
教
え
に
よ

る
こ
と
を
求
め
、
法
門
の
優
勝
性
を
競
っ
て
い
ま
し
た
が
、
元
祖
は

末
代
の
凡
夫
に
は
能
力
が
及
ば
な
い
と
し
て
、
凡
夫
の
能
力
に
ふ
さ

わ
し
い
、
御
仏
の
御
心
に
沿
っ
た
教
え
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。
経
典
が
優
れ
て
い
る
と
か
優
れ
て
い
な
い
と
か
の
問
題

で
は
な
く
、
経
典
は
全
て
お
釈
迦
様
の
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
優
劣
は
な
い
の
だ
と
い
う
の
が
法
然
上
人
の
基
本
的
な
考
え

方
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
ヒ
ラ
凡
夫
」
の
仏
教
と
い
う
の
は
、

だ
れ
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
実
践
で
き
る
仏
道
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
往
生
要
集
』
に
導
か
れ
て
、
称
名
念

仏
の
教
え
に
出
会
わ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
れ
こ
れ
行
ず
る
仏

道
か
ら
、
行
の
単
一
化
、
易
行
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
修
行
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観
の
転
換
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
行
ず
る
こ
と
か
ら
、

た
っ
た
一
つ
の
こ
と
だ
け
で
い
い
と
い
う
、
そ
の
た
め
に
は
そ
の
行

が
優
れ
て
い
る
行
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

当
時
は
称
名
念
仏
は
劣
っ
た
行
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
本
願
念
仏
は
阿
弥
陀
様
が
選
ば
れ
て
、
阿
弥
陀
様
が
わ
れ

わ
れ
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
、
仏
様
の
い
ろ
い
ろ
な
功
徳
の
入
っ
た

念
仏
な
の
だ
か
ら
優
れ
て
い
る
と
、
初
め
て
称
名
念
仏
の
優
れ
て
い

る
こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
念
仏
観
の
転
換
が
そ
こ
に
あ
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
往
生
す
る
身
土
に
つ
き
ま
し
て
は
、
や
は
り
法
身

法
土
と
い
う
、
凡
夫
の
関
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
浄
土
や
仏
で
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
ね
。
か
と
い
っ
て
限
界
の
あ
る
応
身
で
は

凡
夫
は
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は
り
報
身
の
仏
で
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
報
身
の
仏
は
、
修
行
の
と
き
に
誓
わ
れ
た
こ

と
が
、
結
果
と
し
て
報
い
ら
れ
て
仏
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
衆
生
救
済
を
誓
わ
れ
た
こ
と
が
報
わ
れ
た
、
そ
う
い
う
仏
で

な
い
と
私
ど
も
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
報
身
報
土
の
阿
弥
陀
や
浄
土
に
つ
い
て
は
、『
観
無

量
寿
経
』
の
「
去
此
不
遠
」
と
い
う
言
葉
を
善
導
大
師
が
解
釈
し
て

お
ら
れ
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
は
、
十
万
億
土

を
過
ぎ
て
あ
る
世
界
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
も
の
す
ご
く
遠
い

よ
う
に
思
い
ま
す
が
、『
観
経
』
に
は
「
去
此
不
遠
」
と
、
こ
こ
を

去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
遠
く
な
い
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
三
つ
の
意
味
を
善
導
大
師
は
『
観
経
疏
』
序
分
義
で
示
し
て

お
ら
れ
ま
す
。「
阿
弥
陀
仏
不
遠
と
言
う
は
、
正
し
く
境
を
標
し
て

以
て
心
を
住
せ
し
む
る
こ
と
を
明
か
す
。
そ
の
三
あ
り
。
一
に
は
分

際
遠
か
ら
ず
」
と
。
分
際
遠
か
ら
ず
と
い
う
の
は
、
十
万
億
土
と
い

う
け
れ
ど
も
限
ら
れ
て
お
り
、
永
遠
の
向
こ
う
で
は
な
い
。
だ
か
ら

近
い
の
だ
と
い
い
ま
す
。「
二
に
は
道
里
遥
か
な
り
と
雖
も
、
去
る

時
一
念
に
即
ち
至
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。
瞬
時
に
往
生
で
き
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
、
遠
く
な
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
「
三
に
は
注
心
観

念
す
れ
ば
」
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
遠
く
な
い
の
だ
と
、
こ

う
い
う
意
味
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
報
身
は
誓
願
を
持
ち
、
衆
生
救
済
を
誓
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
誓
願
に
よ
っ
て
必
ず
救
っ
て
い
た
だ
け

る
と
、
頼
り
に
で
き
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
人
を
導
く

た
め
に
相
好
や
光
明
を
有
す
る
仏
で
あ
る
と
あ
り
、
こ
れ
も
報
身
で

な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
人
格
的
な
呼
応
関

係
が
で
き
る
仏
、
常
に
仏
は
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
う
い
う
報
身
の
仏
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

り
ま
せ
ん
。
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報
恩
蔵
に
こ
も
っ
て
五
千
余
巻
の
一
切
経
を
五
遍
読
む
中
で
、
善

導
大
師
の
疏
を
三
遍
、
あ
る
い
は
八
遍
精
査
し
、「
一
心
専
念
弥
陀

名
号
」
の
文
に
出
会
い
、
直
ち
に
元
意
を
覚
り
ま
し
た
。
求
法
生
活

の
中
で
既
成
仏
教
の
中
か
ら
数
項
目
に
及
ぶ
転
換
を
経
て
、
凡
入
報

土
の
課
題
を
解
決
し
、
仏
の
救
い
か
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
て
い
る
人
々
の

救
済
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
有
名
な
「
浄
土
立
宗

の
御
詞
」
と
し
て
、
天
台
や
法
相
で
は
ヒ
ラ
凡
夫
は
救
わ
れ
な
い
と

し
、
凡
入
報
土
を
可
能
に
し
た
の
は
、
善
導
大
師
の
釈
に
気
付
い
て

お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
元
意
を
悟
る
ま
で
に
は
少
し
や
は
り

時
間
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
だ
と
い
う
こ
と
を
見
抜
か
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　

の
ち
の
ち
『
十
二
問
答
』
に
は
、「
問
、
八
宗
九
宗
の
ほ
か
に
、

浄
土
宗
を
た
つ
る
こ
と
は
、
自
由
に
ま
か
せ
て
た
つ
る
こ
と
、
余
宗

の
人
の
申
候
を
ば
い
か
が
申
候
べ
き
。
答
、
宗
の
名
を
た
つ
る
こ
と

は
、
仏
説
に
は
あ
ら
ず
」
と
、
仏
さ
ま
が
こ
の
宗
を
興
せ
と
言
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
ど
の
宗
も
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、

「
み
づ
か
ら
こ
こ
ろ
ざ
す
と
こ
ろ
の
経
教
に
つ
き
て
存
し
た
る
義
を

学
し
き
わ
め
て
、
宗
義
を
判
ず
る
事
也
。
諸
宗
の
な
ら
ひ
み
な
か
く

の
ご
と
し
、
い
ま
浄
土
宗
の
名
を
た
つ
る
こ
と
は
、
浄
土
の
依
正
経

に
つ
き
て
、
往
生
極
楽
の
義
を
さ
と
り
き
わ
め
た
ま
え
る
先
達
の
宗

の
名
を
た
て
た
ま
へ
る
な
り
。
宗
の
お
こ
り
を
し
ら
ざ
る
も
の
の
、

さ
や
う
の
事
を
ば
申
也
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
宗
を
起
こ
す
と
い

う
こ
と
は
、
仏
説
と
し
て
、
仏
様
が
浄
土
宗
を
興
せ
と
言
っ
て
ら
っ

し
ゃ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
ど
の
宗
も
、
仏
様
の
説
か
れ
た
経
を
頼
り

に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
を
立
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
っ

て
、
た
と
え
ば
『
観
経
』
に
よ
っ
て
宗
を
立
て
る
と
い
う
よ
り
善
導

大
師
の
『
観
経
疏
』
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

そ
れ
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
経
典
そ
の
も
の
に
は
そ

う
い
っ
た
言
葉
が
出
て
こ
な
い
の
で
す
ね
。

　

ま
と
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
祖
は
比
叡
山
で
出
家
し
、
北
嶺
南
都

の
学
匠
を
訪
ね
、
自
ら
の
生
死
解
脱
の
道
を
求
め
る
と
同
時
に
、
慢

ず
る
心
が
あ
っ
て
他
人
を
侮
り
無
視
す
る
よ
う
な
父
、
ま
た
そ
の
父

を
遺
恨
し
て
討
っ
た
源
内
武
者
定
明
を
は
じ
め
、
日
々
の
生
活
の
中

で
身
勝
手
に
生
き
な
が
ら
も
こ
の
世
に
あ
え
ぐ
人
々
の
生
死
解
脱
の

道
を
求
め
ま
し
た
。
比
叡
山
の
学
問
は
立
身
出
世
を
目
的
に
し
て
い

る
と
元
祖
の
目
に
映
り
、
そ
の
在
り
方
に
疑
問
を
持
ち
、
黒
谷
に
隠

棲
し
ま
し
た
。
叡
空
か
ら
『
往
生
要
集
』
を
学
ん
だ
こ
と
が
一
大
転

機
と
な
っ
て
、
時
機
相
応
の
教
え
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
学
問

の
あ
り
か
た
を
教
義
的
理
論
的
な
知
識
の
学
問
か
ら
主
体
的
に
菩
提

を
求
め
る
学
問
へ
と
転
換
い
た
し
ま
し
た
。
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次
い
で
元
祖
は
庶
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
嵯
峨
釈
迦
堂
に
七
日

間
の
参
籠
を
し
た
と
き
、
庶
民
が
懸
命
に
救
い
を
求
め
る
姿
を
見
ま

し
た
。
イ
ン
ド
伝
来
の
生
き
仏
と
信
仰
さ
れ
る
釈
迦
仏
像
に
仏
教
の

原
点
を
問
い
直
し
、
人
間
平
等
を
説
く
釈
尊
の
教
え
は
す
べ
て
の
人

が
対
象
で
あ
り
、
国
家
仏
教
的
色
彩
の
強
い
仏
教
か
ら
、
庶
民
を
含

め
万
人
の
救
済
を
求
め
る
仏
教
観
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

庶
民
救
済
の
仏
教
を
求
め
て
南
都
の
学
匠
を
訪
ね
、
法
相
三
論
、

華
厳
、
真
言
等
の
諸
宗
の
学
匠
に
教
え
を
請
い
ま
し
た
が
、
す
べ
て

弟
子
の
礼
を
示
す
だ
け
で
、
解
決
の
道
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
恐
ら
く
南
都
の
碩
学
は
、
自
宗
の
教
義
理
解
に
は
精

通
し
て
い
た
が
、
凡
夫
の
生
死
解
脱
の
仏
道
と
い
う
思
い
も
か
け
な

い
質
問
に
窮
し
た
の
で
し
ょ
う
。
元
祖
に
と
っ
て
は
、
理
深
く
し
て

道
か
す
か
な
仏
法
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

元
祖
は
当
時
の
仏
教
界
の
教
え
を
す
べ
て
求
め
ま
し
た
が
、
教
え

る
学
匠
が
い
な
い
と
嘆
き
、
比
叡
山
に
戻
り
、
釈
尊
と
同
じ
く
独
学

で
報
恩
蔵
に
お
い
て
求
法
の
生
活
を
続
け
ま
し
た
。
こ
こ
で
元
祖
は
、

修
行
能
力
の
な
い
凡
夫
も
悟
れ
る
仏
法
を
求
め
、
自
力
仏
教
の
成
仏

教
か
ら
他
力
仏
教
の
救
済
教
へ
の
仏
道
の
転
換
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
一
切
経
や
『
往
生
要
集
』
を
通
し
て
知
っ
た
善
導
大
師
の
書

を
何
度
も
読
み
返
し
、
十
即
十
生
、
百
即
百
生
の
仏
法
を
探
り
ま
し

た
。
当
時
の
仏
教
は
勝
れ
た
教
え
を
求
め
ま
し
た
が
、
元
祖
は
わ
が

能
力
に
合
わ
な
い
と
し
、
末
法
の
凡
夫
に
相
応
す
る
教
え
を
求
め
、

経
典
観
を
転
換
さ
せ
ま
し
た
。
元
祖
は
さ
ら
に
凡
夫
意
識
を
強
く
し
、

凡
夫
に
は
凡
夫
の
善
人
と
罪
悪
の
凡
夫
が
あ
る
と
し
、
自
ら
三
学
非

器
と
の
自
覚
に
至
り
、
凡
夫
観
を
転
換
い
た
し
ま
し
た
。
三
学
非
器

の
凡
夫
は
、
煩
悩
を
滅
尽
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
断
惑
滅
罪
を

条
件
と
す
る
当
時
の
仏
法
を
転
換
さ
せ
、
未
断
惑
の
往
生
を
説
き
ま

し
た
。
つ
ま
り
往
生
観
の
転
換
を
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
生
ま
れ

つ
き
持
つ
煩
悩
の
中
で
、
臨
終
を
迎
え
た
と
き
、
念
仏
に
よ
っ
て
仏

の
来
迎
を
得
て
正
念
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
ま
た
た
と
え

正
念
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
臨
終
の
様
子
に
も
関
わ
ら

な
い
で
、
念
仏
に
よ
り
往
生
で
き
る
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
臨

終
来
迎
観
を
転
換
い
た
し
ま
し
た
。

　

三
学
非
器
の
凡
夫
が
修
す
る
仏
法
は
、
だ
れ
で
も
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
実
践
で
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
行
の

易
行
化
、
単
一
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
称
名
念
仏
一
行
以
外
に

は
な
い
と
し
、
修
行
観
を
転
換
い
た
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
当
時
の
称
名
念
仏
は
、
劣
機
の
修
す
る
程
度
の
低
い
実
践

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
元
祖
は
称
名
念
仏
は
阿
弥
陀
様
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の
内
証
外
用
の
功
徳
が
摂
在
し
、
仏
自
身
が
凡
夫
の
た
め
に
選
択
さ

れ
た
勝
れ
た
行
と
し
て
念
仏
観
の
転
換
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
凡
夫
が
救
済
さ
れ
る
仏
と
浄
土
は
報
身
報
土
で
な
ら
な
い

と
い
た
し
ま
し
た
。
相
好
を
有
し
誓
願
を
持
ち
、
凡
夫
と
人
格
的
呼

応
関
係
が
持
て
る
仏
で
な
け
れ
ば
、
凡
夫
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
仏
教

は
縁
起
の
法
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
説
き
ま
す
が
、
凡
夫
に
は
困
難
で

す
。
縁
起
の
法
そ
の
も
の
を
仏
と
見
る
、
法
身
と
い
う
原
理
の
仏
で

は
人
格
的
交
流
は
で
き
ず
、
凡
夫
を
温
か
く
見
守
る
報
身
仏
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
報
身
で
な
け
れ
ば
誓
願
や
相
好
を
有
す
る
こ
と

が
虚
し
く
な
り
ま
す
。

　

浄
土
も
ま
た
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
存
在
す
る
浄
土
で
あ
り
、

そ
こ
は
去
此
不
遠
の
浄
土
で
あ
っ
て
、
弾
指
の
う
ち
に
往
生
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
凡
入
報
土
を
許
さ
な
か
っ
た
当
時
の
仏
教
界

に
風
穴
を
開
け
、
身
土
観
を
転
換
さ
せ
ま
し
た
。
そ
こ
で
善
導
大
師

の
『
観
経
疏
』
の
「
一
心
専
念
」
の
文
に
出
会
い
、
元
祖
は
大
師
の

元
意
を
得
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
要
旨
を
得
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
既
成
の
仏
教
界
の
常
識
に
対
し
、
数
項
目
に
も
わ
た

る
転
換
を
通
し
て
凡
入
報
土
の
道
を
開
き
、
万
人
を
救
済
す
る
と
い

う
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
、
釈
尊
の
本
懐
、
諸
仏
の
願
い
を
実
現
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　

続
い
て
、
そ
の
後
の
法
然
上
人
の
お
念
仏
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な

問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
お
話

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
善
人
と
悪
人
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
『
黒
田
の
聖
人
に
つ
か
は
す
御
文
』
で
は
、「
罪
人
な
ほ
む
ま

る
、
い
は
む
や
善
人
を
や
」
と
、
い
わ
ゆ
る
善
人
志
向
、
逆
に
ま
た

『
三
心
料
簡
お
よ
び
御
法
語
』
で
は
「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、

況
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
悪
人
志
向
の
考
え
方
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に

凡
夫
の
善
人
と
罪
悪
の
凡
夫
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』
に
「
善
人

は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
む

ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏
に
は
す
け
さ
さ
ぬ
と
は

申
す
也
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
善
人
は
善
人
、
悪
人
は
悪
人
で
、

念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
念
と
多
念
に
つ
き
ま
し
て
も
、『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』

に
は
「
行
は
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
ず
と
信
じ
て
無
間
に
修
す
べ
し
。

一
念
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
多
念
を
や
」
と
あ
り
、『
禅

勝
房
に
し
め
す
御
詞
』
で
は
「
一
念
に
一
念
の
往
生
を
あ
て
お
き
給

へ
る
願
な
れ
ば
、
念
々
ご
と
に
往
生
の
業
と
な
る
な
り
」
と
あ
り
ま

す
。
ま
た
『
十
二
問
答
』
で
法
然
上
人
は
、
尋
常
の
機
と
臨
終
の
機

と
い
う
の
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
平
生
の
念
仏
の
一
念
一
念
の
相
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続
が
多
念
と
な
る
の
で
あ
り
、
一
念
の
願
は
多
念
に
及
ば
な
い
機
の

た
め
の
誓
願
で
あ
る
。
臨
終
の
機
と
尋
常
の
機
で
は
、
や
は
り
立
場

が
違
う
の
だ
か
ら
、
一
念
で
な
い
と
い
け
な
い
と
か
、
多
念
で
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
一
念
十
念
と
い
っ
て
も
多
念

を
不
要
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
信
と
行
に
つ
い
て
も
、
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
「
信
を

ば
一
念
に
む
ま
る
と
信
じ
、
行
を
ば
一
形
に
は
げ
む
べ
し
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
は
、「
念
仏
申

て
往
生
せ
ば
や
と
お
も
ふ
事
は
、
こ
の
た
び
は
じ
め
て
わ
づ
か
に
き

き
え
た
る
事
に
て
候
へ
ば
、
き
と
は
（「
急
に
」
と
い
う
こ
と
で
す

ね
）
信
ぜ
ら
れ
候
は
ぬ
也
。
そ
の
う
ゑ
人
の
心
は
頓
機
漸
機
と
て
二

し
な
に
候
也
。
頓
機
は
き
き
て
や
が
て
さ
と
る
心
に
て
候
。
漸
機
は

や
う
や
う
さ
と
る
心
に
て
候
也
」
と
あ
り
ま
す
。
人
に
は
す
ぐ
理
解

で
き
る
人
と
、
な
か
な
か
理
解
で
き
に
く
い
人
と
が
い
る
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
機
に
合
っ
た
説
き
方
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
で

す
。

　

前
述
の
善
人
悪
人
の
と
こ
ろ
に
は
、
凡
夫
の
善
人
と
罪
悪
の
凡
夫

と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
凡
夫
と
い
う
の
に
二
種
類
、
そ
れ
か

ら
臨
終
の
機
と
尋
常
の
機
と
い
う
立
場
も
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら
に
は

頓
機
、
漸
機
と
い
う
人
の
持
っ
て
い
る
能
力
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
臨
終
と
平
生
に
つ
い
て
、『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御

詞
』
に
「
往
生
の
業
成
就
は
、
臨
終
平
生
に
わ
た
る
べ
し
」
と
あ
る

よ
う
に
、
臨
終
か
平
生
か
と
よ
く
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

『
念
仏
往
生
要
義
抄
』
で
は
、「
平
生
の
念
仏
、
臨
終
の
念
仏
と
て
な

ん
の
か
は
り
め
か
あ
ら
ん
。
平
生
の
念
仏
の
死
ぬ
れ
ば
臨
終
の
念
仏

と
な
り
、
臨
終
の
念
仏
の
の
ぶ
れ
ば
平
生
の
念
仏
と
な
る
な
り
」
と

い
う
こ
と
で
、
臨
終
と
平
生
が
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
今
が
臨

終
で
あ
り
、
今
が
平
生
で
あ
る
と
、
で
す
か
ら
今
の
念
仏
が
平
生
の

念
仏
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
が
そ
の
ま
ま
臨
終
の
念
仏
で
あ
る
と
言
っ

て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

往
生
の
定
不
定
に
つ
い
て
は
、『
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
』

に
「
往
生
は
一
定
と
思
へ
ば
一
定
な
り
。
不
定
と
思
へ
ば
不
定
な

り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
往
生
が
い
つ
決
ま
る
の
か
と
い
う

と
、『
信
空
上
人
伝
聞
の
御
詞
』
に
「
た
だ
と
な
ふ
る
念
仏
に
て
往

生
の
定
不
定
を
さ
だ
む
べ
し
。
心
も
ち
に
て
も
定
べ
か
ら
ず
。
聴
聞

に
て
も
定
べ
か
ら
ず
。
相
伝
に
て
も
定
べ
か
ら
ず
。
と
な
う
る
念
仏

に
て
往
生
の
人
の
身
持
也
。
心
持
也
、
相
伝
也
、
聴
聞
な
り
」
と
あ

り
ま
す
。
聴
聞
で
往
生
が
確
定
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
聴
聞
と
い
う
の
は
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
知
識
な
り
、
浄
土
宗
也
。
よ
き
同
行
也
。
こ
の
ほ
か
何
に
て
も
存
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せ
ず
候
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
往
生
と
成
仏
、
別
時
意
説
、
菩
提
心
の
要
不
要
、
念
仏

と
戒
、
自
力
念
仏
と
他
力
念
仏
、
女
人
の
往
生
成
仏
、
来
迎
不
来
迎
、

一
宗
を
立
て
る
失
、
信
後
の
生
活
の
こ
と
等
々
の
諸
問
題
が
あ
り
ま

す
が
、
時
間
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
元
祖
さ
ま
の
お
立
場
と
い
う
も
の
を
少
し
見
て
お
き
ま

す
。
元
祖
さ
ま
の
御
法
語
は
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に
教
化
者
的
立
場
で

示
さ
れ
る
こ
と
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
基
本
的
立
場
は
、
凡
夫

の
善
人
と
罪
悪
の
凡
夫
と
い
う
ヒ
ラ
凡
夫
が
い
か
に
向
上
的
に
本
願

念
仏
の
世
界
に
導
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

多
種
多
様
の
ヒ
ラ
凡
夫
に
は
、
速
く
理
解
で
き
る
頓
機
と
ゆ
っ
く

り
段
階
的
に
理
解
す
る
漸
機
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
機
に
平
生

か
ら
仏
法
に
親
し
む
尋
常
の
機
と
臨
終
に
至
っ
て
教
え
に
覚
め
る
臨

終
の
機
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
凡
夫
の
善
人
で
あ
っ
て
も
頓
機
で

あ
り
平
生
の
機
で
あ
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
凡
夫
の
善
人
で
あ

っ
て
漸
機
で
あ
っ
て
平
生
の
機
も
お
ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
凡
夫
の

善
人
で
、
頓
機
で
あ
り
、
臨
終
の
機
で
あ
る
場
合
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
パ
タ
ー
ン
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
寿
命
が
長
い
か
短

い
か
で
、
ま
た
そ
の
法
に
接
す
る
機
会
と
い
う
も
の
が
違
い
ま
す
し
、

あ
る
い
は
発
心
が
速
い
か
遅
い
か
に
よ
っ
て
、
ま
た
仏
法
に
関
わ
る

内
容
が
違
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
浅
い
入
り
口
の
教
え
と
奥
行
の
深
い
教
え
と
が
混
在
す

る
こ
と
に
な
り
、
入
り
口
の
教
え
と
奥
行
き
の
教
え
に
は
、
相
当
の

差
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
入
り
口
の
教
え
を
も
っ
て
元
祖
の
教

え
に
は
不
徹
底
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
か
、
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
判
断
す
る
こ
と
は
、
元
祖
の
教
え
を
正
し
く
受
け
取
る
こ
と
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
念
仏
に
導
く
た
め
に
一
人
ひ
と
り
の
能
力
、

性
格
、
立
場
に
合
わ
せ
て
示
さ
れ
た
お
言
葉
で
あ
り
、
後
世
の
弟
子

の
教
え
と
単
純
に
は
比
較
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
お
弟
子
の
中
に
は
、
元
祖
の
一
念
義
批
判
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
多
く
は
称
名
念
仏
そ
の
も
の
を
自
力
と
判
じ
て
、
元
祖
の

教
え
の
部
分
的
解
釈
を
増
長
さ
せ
、
独
自
な
受
け
止
め
を
す
る
弟
子

が
輩
出
い
た
し
ま
す
。
も
は
や
ヒ
ラ
凡
夫
の
教
え
で
は
な
く
、
特
殊

な
凡
夫
の
た
め
の
教
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
漸
機
で
臨
終
の
機
に
は

間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
か
れ
ら
元
祖
の
弟
子
は
、
元
祖

の
教
え
に
よ
っ
て
自
ら
の
独
自
な
境
地
に
達
し
た
り
、
極
端
な
受
け

止
め
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
元
祖
の
教
え
を
徹
底
完
成
し
た
の
で
も

進
化
さ
せ
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
元
祖
の
い
う
ヒ
ラ
凡
夫
は
、
た

と
え
ば
悪
人
で
も
阿
弥
陀
仏
は
救
済
す
る
の
で
あ
る
か
ら
と
し
て
悪

を
犯
す
こ
と
を
と
ど
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
り
、
一
念
で
も
救
わ
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れ
る
か
ら
と
い
っ
て
多
念
を
要
し
な
い
と
理
解
し
た
り
、
念
仏
以
外

の
教
え
を
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
批
判
し
た
り
、
ま
た

悪
を
な
す
な
か
れ
と
言
っ
て
も
し
た
が
わ
ず
、
煩
悩
妄
念
を
と
ど
め

る
こ
と
も
な
く
、
念
仏
し
て
も
疑
い
心
が
起
き
る
よ
う
な
凡
夫
な
の

で
す
。『
徒
然
草
』
に
、
お
念
仏
を
し
て
い
る
と
本
当
に
こ
れ
で
救

わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
心
が
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
と
い
う
、
あ
る
人
の
問

い
に
対
し
て
、
疑
い
な
が
ら
も
念
仏
し
な
さ
い
と
法
然
上
人
は
お
答

え
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

元
祖
の
教
え
は
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
理
解
し
た
り
、
自
身
の
罪
悪

性
を
深
く
追
求
で
き
る
凡
夫
だ
け
で
は
な
く
、
乱
心
止
め
が
た
き
者

を
化
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
何
も
し
な
い
で
阿
弥
陀
仏

の
お
働
き
に
気
づ
い
た
り
、
御
心
を
領
受
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、

禅
の
以
心
伝
心
の
教
え
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
ヒ
ラ
凡
夫
に
は
困
難
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ラ
凡
夫
が
称
え
る
念
仏
は
、

絶
対
の
信
を
得
た
り
、
煩
悩
を
と
ど
め
た
り
、
疑
心
を
な
く
し
た
あ

と
に
称
え
る
念
仏
で
は
な
く
、
煩
悩
の
お
き
る
ま
ま
に
、
た
と
え
疑

い
心
が
起
き
て
も
、
疑
い
心
の
ま
ま
に
称
え
る
念
仏
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
宗
義
と
し
て
は
疑
い
心
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
し

て
も
そ
う
い
う
心
が
起
こ
っ
た
場
合
も
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
優
先

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
甚
深
の
義
を
は
か
ら
な
い
」「
様
な

き
様
の
念
仏
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
こ
の
宗
の
お
ほ
き
な
る
こ

こ
ろ
」
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。

　

元
祖
の
教
え
は
特
別
な
凡
夫
だ
け
で
は
な
く
、
ヒ
ラ
凡
夫
の
誰
も

が
関
わ
れ
、
い
つ
で
も
救
済
さ
れ
る
念
仏
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
た

と
え
心
が
ゆ
れ
動
い
て
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、

常
に
凡
夫
の
側
に
阿
弥
陀
仏
は
寄
り
添
っ
て
い
た
だ
き
、
た
だ
た
だ

み
仏
に
お
任
せ
し
、
お
念
仏
に
よ
り
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
安
心

を
得
る
境
界
に
誘
わ
れ
る
教
え
で
あ
り
ま
す
。

　

元
祖
は
教
化
者
的
立
場
か
ら
、
凡
夫
の
抱
え
る
悩
み
を
受
け
止
め

る
た
め
、
説
法
の
あ
り
方
は
一
様
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
自
ら
の
受

け
止
め
に
ま
で
つ
い
て
こ
い
と
い
う
孤
高
な
導
き
方
は
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
常
に
人
々
の
立
場
に
あ
っ
て
導
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

一
つ
の
課
題
に
種
々
に
応
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
問
題
の
解
決
の

方
法
は
す
べ
て
平
生
の
念
仏
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
乱

心
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
俗
世
の
凡
夫
が
、
念
仏
に
よ
り
死
生

と
も
に
わ
ず
ら
い
な
く
、
や
が
て
俗
世
を
超
え
て
超
越
的
な
聖
な
る

阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
か
わ
る
教
え
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
一
念
一
念
の
念
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
護
念
を
受
け
る
平

生
安
穏
な
生
活
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
が
臨
終
の
念
仏
と
な
っ
て
、
阿
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弥
陀
仏
の
極
楽
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

意
味
で
二
祖
の
言
わ
れ
る
「
念
死
念
仏
」
は
「
念
生
念
仏
」
で
あ
る

と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
大

変
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
臨
終
と
平
生
を
一
つ
に
し
て

お
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
念
一
念
の
念
仏
が
そ
の
ま
ま
安
穏
に
生
き
る

平
生
の
念
仏
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
が
そ
の
ま
ま
い
つ
亡
く
な
っ
て
も

い
い
臨
終
の
念
仏
で
も
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

至
ら
な
い
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
て
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

（
了
）
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【
パ
ネ
ル
発
表
１
】

　
　

天
国
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て

代
表
者

　

曽
根
宣
雄
（
大
正
大
学
教
授
）

登
壇
者

　

曽
根
宣
雄
（
大
正
大
学
教
授
）

　

佐
藤
堅
正
（
大
正
大
学
専
任
講
師
）

　

長
尾
隆
寛
（
大
正
大
学
非
常
勤
講
師
）

⑴
問
題
の
所
在

�
曽
根
宣
雄

①
は
じ
め
に

　

現
在
、
新
聞
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
を
は
じ
め
、
多
く
の
場

に
お
い
て
亡
く
な
っ
た
方
が
行
く
先
は
「
天
国
」
で
あ
る
と
語
ら
れ

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、「
天
国
＝
死
後
の
世
界
」
と
い
う
認

識
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
浄
土
宗
関
係
者
に
と
っ

て
は
「
往
生
す
る
場
＝
極
楽
浄
土
」
と
い
う
こ
と
は
、
譲
る
こ
と
が

で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
今
回
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

②
他
宗
教
の
研
究
者
か
ら
の
指
摘

　

平
成
二
十
九
年
度
第
二
十
六
回
佛
教
文
化
学
会
で
は
、「
地
獄
と

極
楽
～
い
ま
、
そ
の
意
義
を
問
い
直
す
～
」
と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
及
び
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
三
宅
善
信

氏
は
「
ス
ー
パ
ー
天
国
―
当
世
日
本
人
の
あ
の
世
観
―
」
と
題
し
て

次
の
様
に
述
べ
ら
れ
た
。

現
在
の
日
本
で
は
、「
死
者
が
生
き
て
行
く

4

4

4

4

4

世
界
」
を
マ
ス
コ

ミ
が
表
現
す
る
と
き
は
、
必
ず
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
い

ま
す
。
そ
れ
が
た
と
え
仏
教
徒
で
も
神
道
で
も
す
べ
て
「
天

国
」
で
す
。

数
年
前
、
広
島
県
で
、
土
石
流
で
老
人
ホ
ー
ム
が
流
さ
れ
る
と

い
う
災
害
が
起
こ
り
ま
し
た
。
取
材
陣
が
遺
族
に
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
し
て
、「
天
国
に
行
か
れ
た
○
○
さ
ん
の
ご
遺
族
」
と
言

い
ま
し
た
。
で
も
、
広
島
県
は
「
安
芸
門
徒
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
く
ら
い
で
、
浄
土
真
宗
の
非
常
に
強
い
地
域
で
す
。
イ
ン

天
国
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
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タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
は
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に

向
か
っ
て
何
度
も
「
お
浄
土
へ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
丸
々
無
視
を
し
て
ナ
レ
ー
タ
ー

は
く
り
返
し
「
天
国
」
と
言
い
続
け
て
い
た
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を

視
て
、
私
は
非
常
に
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。

　

特
に
、
事
件
や
災
害
で
い
た
い
け
な
幼
児
が
死
ん
だ
場
合
は
、

そ
の
行
き
先
は
必
ず
「
天
国
」
で
す
。
テ
レ
ビ
の
中
継
で
、

「
○
○
ち
ゃ
ん
の
葬
儀
が
し
め
や
か
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
」
と

い
う
と
き
は
、
必
ず
、「
天
国
へ
行
か
れ
ま
し
た
」
と
い
う
言

葉
を
レ
ポ
ー
タ
ー
は
使
い
ま
す）

（
（

。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
私
も
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
て

い
た
。
三
宅
氏
が
取
り
上
げ
て
い
た
ニ
ュ
ー
ス
番
組
は
、
私
も
視
て

い
た
が
、
お
ば
あ
さ
ん
が
一
生
懸
命
に
「
お
浄
土
」
と
言
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
度
に
レ
ポ
ー
タ
ー
が
「
天
国
」
と
言
い
換
え

て
い
た
こ
と
は
正
直
言
っ
て
不
快
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
言
い

換
え
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
規
定
等
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も

生
じ
た
。

　

➡
結
果
的
に
は
、
浄
土
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

③
長
野
教
区　

荻
須
真
尚
上
人Facebook

よ
り

「
極
楽
浄
土
」
と
「
天
国
」

「
極
楽
浄
土
」
は
阿
弥
陀
佛
の
国
。

「
天
国
」
は
神
（
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
）

の
国
。

昨
日
、
息
子
が
小
学
校
の
社
会
科
見
学
で
歴
史
館
に
行
き
、
そ

の
展
示
に
あ
る
善
光
寺
様
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
若
い
学
芸
員
の
方

か
ら
説
明
を
受
け
た
際
、
善
光
寺
様
を
お
参
り
し
た
人
は
皆
、

阿
弥
陀
様
の
「
天
国
」
に
行
く
（
往
く
）
こ
と
が
で
き
る
と
、

説
明
し
て
い
た
と
の
こ
と
。

そ
こ
で
、
う
ち
の
息
子
は
「
阿
弥
陀
様
の
国
は
天
国
で
は
な
く
、

極
楽
浄
土
で
す
よ
ね
？
」
と
質
問
し
ま
し
た
が
、
そ
の
学
芸
員

の
方
は
「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。」
と
、
訂
正
も
な
か
っ
た
と

の
こ
と
。

こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
ょ
う
か
。

小
学
生
は
、
学
芸
員
の
方
か
ら
説
明
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
正

し
い
」
こ
と
と
し
て
、
記
憶
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

学
芸
員
の
方
は
、「
極
楽
浄
土
」
＝
「
天
国
」
と
い
う
認
識
な

の
で
し
ょ
う
か
。

と
て
も
悲
し
い
こ
と
で
す
。

息
子
曰
く
、「
善
光
寺
如
来
様
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
時
代
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（
奈
良
時
代
）
に
は
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
よ
ね
。
戦

国
時
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
と
一
緒
に
「
天
国
」
と
い
う
言
葉

が
で
き
た
よ
ね
。
で
は
、
何
で
こ
の
人
は
阿
弥
陀
様
の
国
を

「
天
国
」
と
説
明
し
て
い
る
の
？
お
父
さ
ん
、
間
違
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
？
」
と
、
力
説
し
て
い
ま
し
た
。

確
か
に
、
そ
の
通
り
。

こ
の
学
芸
員
の
方
は
、
言
葉
の
意
味
も
、
歴
史
的
な
流
れ
も
間

違
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
で
済
む
こ
と
で
は
な
く
、「
無
意

識
の
罪
」、
こ
ど
も
達
に
間
違
っ
た
知
識
の
刷
り
込
み
を
し
て

い
ま
す
。

こ
の
学
芸
員
の
方
は
「
無
意
識
」
な
の
で
、
罪
の
意
識
は
な
く
、

今
後
も
繰
り
返
す
可
能
性
が
あ
り
、
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の

か
。
悩
ま
し
い
で
す）

（
（

。

※
荻
須
上
人
の
よ
う
な
思
い
を
し
た
こ
と
の
あ
る
浄
土
宗
僧
侶
は
、

非
常
に
多
い
は
ず
で
あ
る
。

※
②
③
で
紹
介
し
た
よ
う
な
事
例
は
、
私
達
浄
土
宗
僧
侶
の
回
り
に

非
常
に
多
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

　

（
1
）『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
六
号
五
四
頁
。
な
お
三
宅
氏
は
、
参

加
時
、
金
光
教
泉
尾
教
会
総
長
で
あ
り
、
来
世
（
浄
土
・
天
国
）
が
こ

の
世
の
単
な
る
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘

さ
れ
た
。

（
2
）
荻
須
真
尚
上
人Facebook

よ
り
（
令
和
四
年
六
月
二
十
二
日
）
な

お
、
荻
須
上
人
か
ら
は
、
博
物
館
の
浄
土
教
に
関
す
る
説
明
文
の
中
で

「
極
楽
浄
土
（
天
国
）」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
例
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
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⑵
各
種
辞
書
の
天
国
と
い
う
項
目
の
記
述

�

長
尾
隆
寛

①
は
じ
め
に

　

こ
こ
で
は
、
各
種
辞
書
に
示
さ
れ
る
「
天
国
」
の
記
述
を
整
理
す

る
。
な
お
、
仏
教
辞
典
に
て
「
天
国
」
が
死
後
の
行
先
を
示
す
一
般

名
詞
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
そ
の
他
の
辞
書
に
注
目
す
る
。

②
各
種
辞
書
（「
天
国
」
項
目
）
の
内
容

　

発
表
で
は
各
種
辞
書
の
比
較
資
料
を
提
示
し
た
が）

（
（

、
紙
面
の
関
係

上
一
部
辞
書
の
要
点
の
み
を
示
す
。

　
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』（
以
下
、
原
文
中
の
傍
線
や
文

字
囲
等
の
付
記
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
）

　

H
eaven

天
空
（
中
略
）
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
に
お
い

て
、
天
は
神
の
住
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
中
略
）
天
は
原

則
と
し
て
人
間
の
立
入
り
が
禁
ぜ
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
。
た
だ
、
神

の
定
め
た
条
件
に
合
致
す
る
と
か
、
神
が
特
に
許
可
し
た
場
合
に
の

み
人
間
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
（
中
略
）
ユ
ダ
ヤ
教�

旧
約
聖
書

（
中
略
）
ユ
ダ
ヤ
人
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
が
、
天
国
を
心
正
し

い
人
々
の
死
後
の
到
着
地
と
し
て
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
前
三

世
紀
か
前
二
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
（
中
略
）
キ
リ

ス
ト
教�

新
約
聖
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
こ
か
ら
来
て
、
そ
こ
へ

帰
っ
た
場
所
が
天
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
中
略
）
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
天
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
十
分
明
白
に
さ
れ
て

き
た
と
は
い
え
な
い
（
中
略
）
近
代
科
学
の
画
期
的
発
展
以
来
、

科
学
は
宇
宙
空
間
の
限
界
線
を
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
遠
方
へ
押
し
や

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
天
に
関
す
る
従
来
の
宇
宙
論
的
な
諸
理
論
は
、

ま
っ
た
く
信
用
を
失
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
に
代
っ
て
文
学
や
日
常
用

語
に
よ
く
現
れ
る
個
人
的
な
天
の
理
解
の
仕
方
は
、
し
ば
し
ば
宗
教

的
な
天
の
意
味
を
不
明
確
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
近
代
の

語
法
で
は
、
天
は
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
個
人
的
願
望
の
達
成
を
表
わ
す

言
葉
に
な
っ
て
い
る
（
後
略
）

『
キ
リ
ス
ト
教
大
辞
典
』

　

人
間
の
死
後
に
つ
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
天
国
と
地

獄
の
ほ
か
に
、
中
間
状
態
と
し
て
＊
練
獄
、
＊
リ
ン
ボ
な
ど
の
教
を

生
み
だ
し
た
（
中
略
）
こ
れ
に
対
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、

一
般
に
人
間
の
死
後
に
つ
い
て
天
国
と
地
獄
の
ほ
か
何
を
も
認
め
な

い
。

『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』

　
【
宗
教
史
】
天
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
神
の
住
む
世
界
、
ま
た
、
比

喩
的
に
至
福
の
状
態
、
理
想
郷
を
指
す
（
中
略
）
＊
コ
ー
ラ
ン
で
は



─ 26 ─

天
国
は
ジ
ャ
ン
ナ
（janna

楽
園
）
と
呼
ば
れ
、
最
後
の
審
判
の
と

き
に
こ
の
世
で
善
行
を
積
ん
だ
人
が
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
楽
園
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
泉
、
緑
濃
い
木

陰
な
ど
具
象
的･
感
覚
的
表
現
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
＊

仏
教
で
は

浄
土
教
で
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
い
る
極
楽
が
天
国
に
あ
た
る
（
中

略
）【
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
】（
中
略
）
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
初

め
か
ら
、*

殉
教
者
は
死
ん
で
か
ら
直
ち
に
、
天
国
に
入
る
こ
と
を

確
信
し
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
義
人
が
い
つ
天
国
に
入
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
長
い
間
、
考
え
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
の
論
争
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス

（（
世
は（336

年
に
清
め
を
必
要
と
し
な
い
＊
聖
人
た
ち
の
魂
が
死

ん
で
か
ら
直
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
天
使
た
ち
と
交
わ
っ
て
、

天
に
あ
り
、
天
国
に
あ
り
、
直
接
に
神
の
本
質
を
み
て
幸
福
を
味
わ

っ
て
い
る
と
宣
言
し
た
（D
S（000

参
照
）。

『
日
本
思
想
史
辞
典
』（「
他
界
の
観
念
」
項
目
）

　

日
本
に
お
け
る
他
界
観
は
、
⑴
＊
記
紀
神
話
や
「
＊
万
葉
集
」
に

語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
⑵
仏
教
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
六
道
の

世
界
や
浄
土
の
思
想
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。（
中
略
）
近
世
以
後

キ
リ
ス
ト
教
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
日
本
人
の
他
界
観
の
中
に
天
国
の

観
念
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
天
国
の
観
念
は
キ
リ
ス

ト
教
が
説
く
天
国
と
は
し
だ
い
に
か
け
離
れ
て
、
現
代
で
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
あ
ろ
う
が
仏
教
徒
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
死
者
の
赴
く
先

と
観
念
さ
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
人
々
さ
え
も
が
、
死

没
し
た
肉
親
な
ど
の
こ
と
を
語
る
時
に
「
天
国
に
い
る
誰
々
」
と
い

う
言
葉
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

③
辞
書
の
変
遷
に
つ
い
て
―
『
広
辞
苑
』
を
中
心
に
―

　

同
辞
書
に
お
け
る
版
ご
と
の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

時
代
変
化
に
と
も
な
う
理
解
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
は
、
時
代
の
一
般
的
認
識
を
反
映
し
、
改
編
が
頻
繁
に
な
さ
れ
る

『
広
辞
苑
』
の
変
遷
を
確
認
す
る
。
な
お
、
岩
波
書
店
「
広
辞
苑
編

集
部
」
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
快
諾
の
上
、
初
版
か
ら
最
新
版

ま
で
の
資
料
提
供
・
掲
載
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
以
下
、
傍
線
は
筆

者
に
よ
り
、
一
重
線
は
初
版
と
の
比
較
、
点
線
は
第
三
版
以
降
、
二

重
線
は
最
新
版
と
の
比
較
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、
第
五
版
（
一
九
九

八
）・
六
版
（
二
〇
〇
八
）
は
第
四
版
と
同
文
の
た
め
省
略
す
る
。

【
初
版
（
一
九
五
五
）
の
表
記
】

（T
he�K

ingdom
�of�H

eaven

）�

神
・
天
使
な
ど
が
い
て
清
浄

な
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
仮
説
的
天
上
の
理
想
。
キ
リ
ス
ト
教
で

は
信
者
の
霊
魂
が
永
久
の
祝
福
を
受
け
る
場
所
を
い
う
。
天
堂
。

神
の
国
。
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【
第
二
版
（
一
九
六
九
）】

神･

天
使
な
ど
が
い
て
清
浄
な
も
の
と
さ
れ
る
天
上
の
理
想
の

世
界
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
者
の
霊
魂
が
永
久
の
祝
福
を
受
け

る
場
所
を
い
う
。
天
堂
。
神
の
国
。
②
転
じ
て
、
苦
難
の
な
い

楽
園
。
↔
地
獄

【
第
三
版
（
一
九
八
三
）】

神
・
天
使
な
ど
が
い
て
清
浄
な
も
の
と
さ
れ
る
天
上
の
理
想
の

世
界
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
者
の
霊
魂
が
永
久
の
祝
福
を
受
け

る
場
所
を
い
う
。
天
堂
。
神
の
国
。
転
じ
て
、
苦
難
の
な
い
楽

園
。
↔
地
獄

【
第
四
版
（
一
九
九
一
）】

①
神
・
天
使
な
ど
が
い
て
清
浄
な
も
の
と
さ
れ
る
天
上
の
理
想

の
世
界
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
者
の
霊
魂
が
永
久
の
祝
福
を
受

け
る
場
所
を
い
う
。
天
堂
。
神
の
国
。
転
じ
て
、
苦
難
の
な
い

楽
園
。
↔
地
獄
。

②
比
喩
的
に
、
心
配
や
苦
し
み
の
な
い
理
想
的
な
世
界
。「
子

供
の
―
」「
歩
行
者
―
」

【
第
七
版
（
最
新
版
、
二
〇
一
八
）】

①
神
・
天
使
な
ど
が
い
て
清
浄
な
も
の
と
さ
れ
る
天
上
の
理
想

の
世
界
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
者
の
霊
魂
が
神
の
も
と
で
永
久

の
祝
福
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。
天
堂
。
神
の
国
。
転
じ
て
、

苦
難
の
な
い
楽
園
。
↔
地
獄
。　

②
比
喩
的
に
、
心
配
や
苦
し
み
の
な
い
理
想
的
な
世
界
。「
子

供
の
―
」「
歩
行
者
―
」

　

初
版
で
は
「
仮
説
的
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
第
二
版
で

は
「
仮
説
的
」
と
い
う
要
素
が
削
除
さ
れ
、
地
獄
の
対
概
念
と
し
て

の
楽
園
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
る
。
第
三
版
で
は
「
楽

園
」
と
い
う
内
容
が
①
に
含
ま
れ
、
一
文
と
な
る
。
第
四
版
で
は
②

と
し
て
「
比
喩
的
に
」、「
理
想
的
な
世
界
」
と
さ
れ
、
例
文
が
付
記

さ
れ
る
。
第
七
版
で
は
①
の
内
容
に
つ
い
て
、「
神
の
も
と
で
」
と

い
う
一
句
が
付
記
さ
れ
、「
受
け
る
場
所
」
か
ら
「
受
け
る
こ
と
」

と
な
る
。
初
版
か
ら
通
じ
て
初
め
て
の
変
更
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト

教
で
は
」
と
し
て
、
他
の
宗
教
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
初
版
か
ら

共
通
し
て
い
る
。
仏
教
と
の
関
連
付
け
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
第

四
版
か
ら
例
文
が
付
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
改
編
が
な
さ
れ
た

背
景
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

④
お
わ
り
に

　
「
天
」「
天
国
」
の
解
釈
は
異
な
る
時
代
・
国
・
宗
教
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
一

部
の
辞
書
に
は
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
天
国
は
、
仏
教
に
お
け
る
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極
楽
」
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
る
が
、
教
義
と
し
て
混
同
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
死
後
の
世
界
」
と
し
て
極
楽
と
天
国
を

関
連
づ
け
て
示
す
辞
書
が
多
い
が
、
そ
の
際
も
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど

が
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た）

（
（

。

　
『
広
辞
苑
』
の
変
遷
に
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
変

化
す
る
解
釈
に
応
じ
、
辞
書
の
内
容
も
改
編
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
天
国
」
が
大
切
に

さ
れ
、
常
に
信
仰
に
基
づ
く
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
。『
広
辞
苑
』
以
外
の
変
遷
に
つ
い
て
も
今
後
み
て
み

た
い
。

　
（
1
）
発
表
で
は
以
下
の
辞
書
を
提
示
し
た
。『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書

店
、
一
九
六
〇
）『
宗
教
学
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
）

『
キ
リ
ス
ト
教
大
事
典
』（
教
文
館
、
一
九
七
〇
／
一
九
八
一
）『
哲
学
小

辞
典
』（
協
同
出
版
、
一
九
七
四
／
一
九
八
三
）『
広
辞
苑
』
第
四
版

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
／
一
九
九
一
）『
新
大
字
典
』
普
及
版
（
講
談

社
、
一
九
九
二
）『
古
語
大
辞
典
』
コ
ン
パ
ク
ト
版
（
小
学
館
、
一
九
九

四
）『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
第
三
版
（T

BS

ブ
リ
タ
ニ
カ
、

一
九
九
五
）『
日
本
大
百
科
全
書
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
）『
比
較
思
想

事
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
〇
）『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』（
研
究
社
、

二
〇
〇
〇
）『
歴
史
学
事
典
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
）『
現
代
倫
理
学
事

典
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
）『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇

七
）『
日
本
思
想
史
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）『
ス
ク
リ
ブ
ナ

ー
思
想
史
大
事
典
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
一
六
）

（
2
）
本
稿
で
は
省
略
し
た
箇
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

�
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⑶
新
聞
の
報
道
状
況

�

曽
根
宣
雄

　

こ
こ
一
年
間
（
令
和
四
年
九
月
十
三
日
現
在
）
に
お
け
る
朝
日
新

聞
・
読
売
新
聞
・
毎
日
新
聞
・
産
経
新
聞
の
記
事
の
中
で
、「
天
国
」

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
記
事
は
一
一
七
五
件
、「
極
楽
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
記
事
は
三
二
六
件
、「
浄
土
」
は
六
六

九
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
行
き
先
と
し
て

で
は
な
く
「
～
天
国
」
と
い
う
よ
う
な
使
用
例
も
あ
る
。
ま
た
、

「
極
楽
」
や
「
浄
土
」
は
地
名
・
寺
名
・
宗
派
等
の
説
明
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。（
検
索
に
はG-Search

を
用
い

た
）

　

以
下
、
実
際
の
記
事
を
引
用
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
新
聞
社

に
問
い
合
わ
せ
た
所
、
営
利
目
的
で
な
い
学
術
的
な
研
究
で
あ
っ
て

も
一
つ
一
つ
申
請
し
て
許
可
を
仰
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
、
記
事
の
内
容
を
あ
げ
る
こ
と
と
す

る
。

①
田
中
角
栄
氏
と
安
倍
元
首
相
を
比
較
す
る
記
事
の
中
で
、
比
較
な

ど
し
た
ら
田
中
氏
が
「
天
国
」
か
ら
文
句
を
言
う
と
記
さ
れ
て
い

た
。（
＊
安
倍
氏
在
世
中
の
記
事
）

・
亡
く
な
っ
た
田
中
角
栄
氏
が
天
国
に
お
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
田
中
氏
の
戒
名
は
「
政
覚
院
殿
越
山
徳
栄
大
居
士
」
で
あ
る

か
ら
宗
派
は
と
も
か
く
、
仏
教
徒
で
あ
る
。

②
増
上
寺
で
行
わ
れ
た
安
倍
氏
の
密
葬
時
の
弔
辞
の
中
で
麻
生
氏
が
、

「
天
国
」
で
父
親
の
安
倍
晋
太
郎
氏
に
胸
を
は
っ
て
報
告
す
れ
ば

良
い
と
述
べ
て
い
た
。

・
こ
れ
は
、
麻
生
氏
の
言
葉
で
あ
る
が
、
増
上
寺
で
密
葬
が
執
り
行

わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
き
先
は
「
天
国
」
と
さ
れ
、
そ
の
ま

ま
報
道
さ
れ
て
い
る
。

③
参
院
選
東
京
選
挙
区
の
生
稲
晃
子
氏
の
当
選
に
関
す
る
記
事
の
中

で
記
者
が
、「
天
国
の
安
倍
氏
に
恩
返
し
」
と
記
し
て
い
た
。

・
こ
れ
は
、
記
者
が
安
倍
氏
の
行
き
先
を
「
天
国
」
と
し
て
報
道
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
増
上
寺
で
密
葬
が
執
り
行
わ
れ
た
に
も
関

わ
ら
ず
で
あ
る
。

④
ヤ
ク
ル
ト
の
村
上
選
手
が
、
野
村
克
也
氏
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
記
録
を

超
え
た
際
に
「
天
国
の
ノ
ム
さ
ん
に
伝
え
る
」
と
記
し
て
い
た
。

・
こ
れ
も
ま
た
、
記
者
が
亡
く
な
っ
た
方
の
行
き
先
を
「
天
国
」
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

※
こ
の
よ
う
に
、
先
立
た
れ
た
方
を
天
国
と
す
る
記
事
は
非
常
に
多

い
。
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⑤
動
物
園
の
動
物
の
死
を
「
天
国
へ
」
と
記
し
て
い
る
記
事
も
多
数

あ
っ
た
。

※
少
し
前
に
、
宗
内
に
お
い
て
も
ペ
ッ
ト
の
往
生
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
が
、
新
聞
の
記
事
を
見
る
限
り
動
物
は
天
国
へ
行
く
よ
う
で
あ

る
。

⑥
ま
と
め

　

新
聞
の
記
事
に
お
い
て
「
極
楽
」
及
び
「
浄
土
」
の
語
は
、
美
術

品
・
芸
術
作
品
・
寺
名
・
霊
峰
・
霊
場
等
の
説
明
の
中
で
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
た
が
、
管
見
し
た
と
こ
ろ
、
人
々
の
死
後
の
居
場
所
と

し
て
、「
極
楽
」
及
び
「
浄
土
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
例
は

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

�⑷
週
刊
誌
等
の
報
道
状
況

�

長
尾
隆
寛

①
は
じ
め
に

　

各
種
辞
書
・
新
聞
に
続
き
、
週
刊
誌
等
に
お
け
る
報
道
状
況
に
つ

い
て
調
査
し
た
。
新
聞
記
事
と
同
様
の
理
由
で
具
体
的
な
内
容
を
提

示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
全
体
的
な
調
査
結
果
を
示
す
。　

②
調
査
方
法
と
結
果

　
「G-Search

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス）

（
（

」
に
て
、
主
な
週
刊
誌
等

に
お
け
る
過
去
二
年
分
の
記
事
つ
い
て
、「
天
国
」
と
「
極
楽
」
と

い
う
語
が
含
ま
れ
る
記
事
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、「
天
国
」
は
四
〇

一
件
、「
極
楽
」
は
七
五
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
、
特
に
注
目
す

べ
き
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・「
～
寺
に
て
」「
～
回
忌
」
と
あ
り
、
明
ら
か
に
仏
教
徒
に
関
す
る

内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
記
事
に
お
い
て
、
記
者
や
執
筆
者
に

よ
っ
て
「
天
国
」
と
さ
れ
る
記
事
が
数
件
あ
っ
た
。

・「
極
楽
」
は
七
五
件
確
認
で
き
た
が
、
い
ず
れ
も
宗
教
的
・
歴
史

的
な
学
術
・
専
門
的
内
容
で
あ
っ
た
。

　

辞
書
・
週
刊
誌
等
の
調
査
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
等
に
お
け
る

「
天
国
」
解
釈
を
め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
い
つ
か
ら
、
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ど
の
よ
う
な
背
景
で
「
天
国
」
が
一
般
名
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
明
か
せ
な
か
っ
た
。
辞
書
の
変
遷
や
、
文

学
・
美
術
な
ど
、
他
分
野
も
含
め
た
歴
史
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
歴
史
や
背
景
を
知
る
こ
と
は
、
一
般
名
詞
と
し
て
「
天
国
」
と

表
現
さ
れ
る
現
状
に
対
す
る
原
因
の
追
及
と
、
今
後
適
切
な
対
応
・

行
動
を
起
こ
し
て
い
く
際
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　
（
1
）https://w

w
w

.g-search.jp/service/business/g-search-db/

�

⑸
仏
教
学
の
立
場
か
ら

�

佐
藤
堅
正

　

こ
こ
で
は
、
死
後
の
行
先
を
示
す
言
葉
と
し
て
の
「
天
国
」
と
い

う
呼
称
に
つ
い
て
仏
教
学
の
立
場
か
ら
考
え
る
。
初
め
に
「
天
国
」

と
い
う
言
葉
が
果
た
し
て
仏
教
語
な
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
。
次

に
、「
天
」
と
い
う
言
葉
が
仏
教
あ
る
い
は
仏
教
学
で
は
何
を
表
わ

す
の
か
を
復
習
し
、
最
後
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
「
天
国
」
と
い
う
訳

語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
起
源
と
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。

①
天
国
は
仏
教
語
か
？

　
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
が
仏
教
語
な
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た

め
に
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
現
れ
る
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
を

調
べ
て
み
た
。SA

T

大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
用
い
て
検
索
し
た
と
こ
ろ
、「
天
上
」
が�

一
〇
六
六
四
件
、「
天

道
」
が
八
〇
七
件
、「
天
趣
」
が
七
四
八
件
、「
天
界
」
が
三
三
四
件

見
つ
か
っ
た
の
に
対
し
、「
天
国
」
と
い
う
言
葉
は
七
二
件
で
あ
っ

た
。
見
つ
か
っ
た
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、

ま
ず
、「
天
」
と
「
国
」
と
が
分
れ
て
い
る
も
の
、
例
え
ば
文
章
中

に
「
天
」
で
終
わ
る
文
が
あ
り
、
続
い
て
「
国
」
で
始
ま
る
文
が
来

る
よ
う
な
場
合
が
一
七
件
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
「
天
国
」
と
い
う
言
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葉
で
は
な
い
。
次
に
、「
梵
天
国
」
や
「
南
天
国
」（
南
天
竺
国
の
意

味
）
と
い
っ
た
「
◯
◯
天
の
国
」
と
い
う
言
葉
の
一
部
分
で
あ
る

「
天
国
」
が
三
一
件
あ
り
、
仏
の
名
前
の
中
に
「
天
」
と
「
国
」
の

字
が
続
い
て
含
ま
れ
て
い
る
例
が
八
件
あ
り
、
経
録
に
含
ま
れ
る

『
摩
天
國
王
経
』
と
い
う
経
題
が
一
〇
件
見
つ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

欽
明
天
皇
の
諡
号
と
し
て
の
「
天
國
排
開
廣
庭
天
皇
（
あ
め
く
に
お

し
は
ら
き
ひ
ろ
に
わ
の
す
め
ら
み
こ
と
）」
が
六
件
現
れ
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
そ
れ
だ
け
で
場
所
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
の
「
天

国
」
と
は
違
う
。
従
っ
て
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
中
に
仏
教
語

と
し
て
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

②
天
と
は
？

　
「
天
国
」
に
似
た
言
葉
に
「
天
」
が
あ
る
。
仏
教
あ
る
い
は
仏
教

学
に
お
け
る
「
天
」
と
は
何
な
の
か
、
こ
こ
で
一
度
復
習
し
て
お
く
。

１
．『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』（
平
成
二
十
八
年
三
月
）

　

八
百
年
大
遠
忌
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た
辞
典
で
あ
り
、W

EB

版
も
あ
る
。
本
宗
教
師
も
よ
く
利
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
天
」
の

項
を
引
く
と
、「
仏
教
に
お
け
る
天
（
中
略
）
は
絶
対
的
な
存
在
で

は
な
く
、
輪
廻
の
世
界
の
中
に
存
在
す
る
」、「
天
は
、
輪
廻
の
世
界

で
あ
る
六
道
（
あ
る
い
は
五
道
）
の
一
つ
」
と
あ
る
。
天
は
輪
廻
の

中
で
あ
り
、
覚
り
の
世
界
で
は
な
い
。

２
．『
新
訂
仏
教
学
概
論
』（
平
成
十
六
年
初
版
）

　

浄
土
宗
が
出
版
し
て
教
師
養
成
道
場
で
使
わ
れ
て
い
る
。
六
道
の

説
明
の
中
で
「
天
」
は
「
輪
廻
界
か
ら
は
離
脱
し
て
い
な
い
。」（
五

四
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

３
．『
お
坊
さ
ん
も
学
ぶ
仏
教
学
の
基
礎
❶
イ
ン
ド
編
［
改
訂
版
］』

（
大
正
大
学
仏
教
学
科
編
、
二
〇
二
〇
年
改
訂
版
第
四
刷
）

　

大
正
大
学
の
教
員
が
執
筆
し
て
仏
教
学
科
の
授
業
で
教
科
書
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
天
」
は
輪
廻
の
中
で
あ
る
と
述
べ
た
後
に

『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
に
説
か
れ
る
内
容
が
、「
釈
尊
自
身
の
悟
り

も
ま
た
、
輪
廻
か
ら
の
解
放
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
」、「
輪
廻
は
す

べ
て
捨
離
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」（
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
）

で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。「
天
」
は
仏
道
の
修
行
者
が
目
指
す
べ

き
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４
．『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
巻
、
平
川
彰
著
（
春
秋
社
、
一
九
七
四

年
）

　

３
．
の
大
正
大
学
の
教
科
書
よ
り
は
進
ん
だ
内
容
の
専
門
書
と
い

え
る
。
こ
こ
に
は
「
天
界
」
が
欲
界
と
色
界
と
い
う
三
界
の
中
に
属

し
、
そ
の
三
界
は
「
有
情
の
輪
廻
す
る
場
所
と
見
る
」（
二
二
八
―

二
二
九
頁
）
と
あ
る
。「
天
界
」
は
「
天
」
と
同
義
で
輪
廻
の
世
界

で
あ
る
。
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５
．『
仏
教
入
門
』
高
崎
直
道
著
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三

年
）

　

大
学
の
教
科
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
を
も
と
に
書
き
下
ろ
さ
れ

た
も
の
な
の
で
、
檀
信
徒
や
一
般
の
読
者
が
読
む
可
能
性
も
あ
る
。

「
天
上
界
と
い
え
ど
も
輪
廻
の
一
環
に
す
ぎ
な
い
」、「
天
上
界
に
生

ま
れ
る
こ
と
に
代
わ
っ
て
絶
対
的
幸
福
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の

輪
廻
、
生
死
の
く
り
か
え
し
、
そ
の
苦
し
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
、

こ
れ
を
『
解
脱
』
と
よ
ん
だ
。」（
一
一
六
―
一
一
七
頁
）�「
天
上
界
」

は
「
天
」
と
同
義
で
あ
り
、
輪
廻
の
中
に
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
言
葉
と
し
て
は
「
天
国
」
に
似
て
い
る
が
、「
天
」

は
輪
廻
の
中
に
あ
っ
て
、
決
し
て
覚
り
の
世
界
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

「
天
」
は
覚
り
へ
と
つ
な
が
る
極
楽
浄
土
と
は
全
く
異
な
る
世
界
で

あ
り
、
仏
道
の
修
行
者
が
目
指
す
場
所
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

③
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
国
」

　

キ
リ
ス
ト
教
で
使
わ
れ
る
「
天
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
へ
の

キ
リ
ス
ト
教
伝
来
後
に
翻
訳
語
と
し
て
日
本
語
に
定
着
し
た
も
の
で

あ
る
。
い
っ
た
い
、
い
つ
、
誰
が
、
こ
の
訳
語
を
使
い
始
め
た
の
だ

ろ
う
か
。
何
故
、
仏
教
語
の
「
天
」
と
同
じ
漢
字
を
用
い
た
「
天
」

と
紛
ら
わ
し
い
訳
語
が
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
天
国
」
が
死
後

の
行
先
を
示
す
言
葉
に
な
っ
た
根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
こ
こ
で
考

え
て
み
る
。

　

現
存
す
る
最
古
の
和
訳
聖
書
は
、
バ
レ
ト
写
本
と
呼
ば
れ
る
、
聖

書
の
一
部
分
の
写
本
で
あ
る
。
一
五
九
〇
年
に
来
日
し
て
布
教
活
動

を
行
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
バ
レ
ト
が
、
一
五
九
一
年
に
書
写

し
た
。
マ
タ
イ
伝�5:3�

及
び�5:（0�

で
は
「
天
の
国
」
と
い
う
訳
語

が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
、
一
九
一
七
年
の
『
大
正
改
訳
新
約

聖
書
』（
以
下
、『
大
正
改
訳
』
と
略
す
）
で
は
「
天
国
」、
ラ
テ
ン

語
訳
で
は
「regnum

�caelorum

」
で
あ
る
。
英
語
で
は
「the�

K
ingdom

�of�H
eaven

」
に
当
た
る
。

　

ま
と
ま
っ
た
和
訳
聖
書
の
最
初
の
も
の
は
、
一
八
三
七
年
に
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
出
版
さ
れ
た
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
翻
訳
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
伝

福
音
書�3:（（�

と�3:（3�

で
は
「
テ
ン
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
箇

所
は
『
大
正
改
訳
』
で
は
「
天
」
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
訳
は

「caelestia

」「caelum

」「caelo

」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ギ
ュ
ツ

ラ
フ
訳
作
成
時
に
は
漢
訳
聖
書
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
の
で
次
に
漢
訳
聖
書
を
見
て
み
る
。

　

現
存
す
る
最
古
の
漢
訳
聖
書
は
、
敦
煌
で
見
つ
か
っ
た
六
四
一
年

頃
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
現
在
の
「
天
国
」
に
当
た
る
箇
所
に

「
天
堂
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
時
代
は
下
っ
て
一
八
世
紀
初
め
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に
バ
ッ
セ
が
訳
し
た
漢
訳
聖
書
『
四
史
攸
編
』
に
は
、
パ
ラ
イ
ゾ

（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）
の
訳
語
に
「
天
国
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
モ
リ
ソ

ン
訳
の
『
新
遺
詔
書
』（
一
八
一
三
年
）
は
バ
ッ
セ
訳
の
影
響
を
受

け
て
い
る
と
言
わ
れ
、
バ
ッ
セ
訳
と
同
じ
く
「
天
国
」
の
語
が
使
わ

れ
て
い
る
。
一
八
六
四
年
に
作
ら
れ
た
『
新
約
全
書
』
で
は
、
上
述

の
マ
タ
イ
伝�5:3

、5:（0�
の
該
当
箇
所
は
「
天
国
」
で
あ
り
、
ヨ
ハ

ネ�3:（（

、3:（3�

で
は
「
天
」
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
漢
訳
に
「
天
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て

そ
の
ま
ま
「
天
」
あ
る
い
は
「
天
国
」
と
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
和
訳
に

も
入
っ
て
来
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
諸

概
念
と
い
う
中
国
人
に
は
未
知
の
概
念
を
、
中
国
人
が
使
っ
て
い
る

文
字
や
言
葉
を
用
い
て
何
と
か
そ
の
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
た
努
力

の
結
果
が
「
天
」
の
字
の
採
用
な
の
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
キ

リ
ス
ト
教
の
「
天
」
あ
る
い
は
「
天
国
」
は
、
中
国
語
と
し
て
は

「
天
」
あ
る
い
は
「
天
国
」
と
し
か
言
い
表
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、「
天
」
が
仏
教
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
現
在
の
日
本
に
お
け
る
混
乱
の
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
。

④
ま
と
め

　

①
で
見
た
よ
う
に
、「
天
国
」
は
仏
教
語
で
は
な
い
。
②
で
見
た

よ
う
に
「
天
」
は
仏
教
語
と
し
て
輪
廻
の
中
の
一
つ
の
世
界
を
表
わ

す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
「
天
国
」
と
い
う
訳
語
は
「
天
」
の
字
を
用
い

な
が
ら
も
仏
教
語
に
は
な
い
言
葉
を
使
お
う
と
し
た
気
遣
い
の
結
果

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
達
は
そ
れ
に
気
付
か
ず
、
あ
る
い
は
忘
れ

て
し
ま
っ
て
、
死
後
の
行
先
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
「
天
国
」
を
用

い
て
極
楽
浄
土
を
も
表
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
残
念
な
状
況
に
陥

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

結
論
「
極
楽
浄
土
は
極
楽
浄
土
と
呼
ぼ
う
」

何
故
な
ら
、
①
か
ら
③
で
挙
げ
た
、

理
由
１
：
天
国
は
仏
教
語
で
は
な
い
。

理
由
２
：
天
国
に
似
た
天
は
、
仏
教
で
は
輪
廻
の
中
の
世
界
で
あ
る
。

理
由
３
：
天
国
は
キ
リ
ス
ト
教
用
語
で
あ
る
。

と
い
う
三
つ
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
極
楽
浄
土
は
天
国
で
は

な
い
し
、
天
国
は
極
楽
浄
土
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

参
考
文
献

・『
聖
書
の
日
本
語
―
翻
訳
の
歴
史
―
』
鈴
木
範
久
（
岩
波
書
店 

二
〇
〇

六
年
第
一
刷
、
第
二
刷
）

・『
日
本
の
聖
書
―
聖
書
和
訳
の
歴
史
―
』
海
老
澤
有
道
（
日
本
基
督
教
団

出
版
部
、
一
九
六
四
／
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
）



─ 35 ─

参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

・
バ
レ
ト
写
本
：D

igiV
atLib 

（https://digi.vatlib.it/view
/M

SS_Reg.
lat.459

）

・
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳
：
明
治
学
院
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス

 

（h
ttp

s://m
g

d
a.m

eijig
ak

u
in

.ac.jp
/b

ib
le/b

ook
_

im
age/1837johgutz?bible_cd=joh&

chapter=&
verse=&

s=--1-0-
joh-1837johgutz

）

・
大
正
改
訳
新
約
聖
書: W

ikisource 

（https://ja.w
ikisource.org/

w
iki/

大
正
改
訳
新
約
聖
書
）

・
ラ
テ
ン
語
訳
：V

atican 

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

 

（https://w
w

w
.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/

docum
ents/nova-vulgata_novum

-testam
entum

_lt.htm
l

） 

⑹
浄
土
宗
学
の
立
場
か
ら

�

曽
根
宣
雄

　

法
然
上
人
は
、『
黒
田
の
聖
人
へ
遣
わ
す
御
文
（
一
紙
小
消
息
）』

の
中
に
お
い
て
、

十
方
に
浄
土
多
け
れ
ど
も
、
西
方
を
願
う
は
十
悪
五
逆
の
衆
生

も
生
ま
る
る
故
な
り
。
諸
仏
の
中
に
弥
陀
に
帰
し
た
て
ま
つ
る

は
、
三
念
五
念
に
至
る
ま
で
み
ず
か
ら
来
た
り
て
迎
え
た
ま
う

が
故
な
り
。
諸
行
の
中
に
念
仏
を
用
い
る
は
、
か
の
仏
の
本
願

な
る
が
故
な
り）

（
（

。�

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
所
求
（
極
楽
浄
土
）・
所
帰
（
阿
弥
陀

仏
）・
去
行
（
称
名
念
仏
）
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
ま
た
、
良
忠
は
『
決
疑
鈔
』
に
お
い
て
「
謂
く
西
方
の
行
人
、

極
楽
を
以
て
所
求
と
為
し
、
弥
陀
を
以
て
所
帰
と
為
し
て）

（
（

」
と
述
べ

「
極
楽
浄
土
＝
所
求
」「
阿
弥
陀
仏
＝
所
帰
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
浄
土
宗
に
お
い
て
は
、
念
仏
衆
生
が
往
生
す
る
場
が
極
楽
浄

土
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
の
で
あ
る
。

　
『
無
量
寿
経
』
等
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
仏

の
四
十
八
願
と
兆
載
永
劫
の
修
行
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
仏
国
土
で

あ
る
。
有
相
荘
厳
の
極
楽
浄
土
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
（
無
分
別
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智
・
勝
義
諦
）
が
、
衆
生
済
度
の
慈
悲
（
清
浄
世
間
智
・
世
俗
諦
）

と
し
て
展
開
し
た
故
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
根
拠
に
は
四
十
八
願

が
あ
る
。
そ
れ
は
娑
婆
に
お
い
て
修
行
し
て
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
凡
夫
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
（
法
蔵
菩
薩
）
が
二
百
一
十
億

の
仏
国
土
の
中
よ
り
粗
悪
を
選
捨
し
て
善
妙
を
選
取
す
る
と
い
う
選

択
に
基
づ
い
て
い
る
。
法
然
の
「
十
方
に
浄
土
多
け
れ
ど
も
・
・
・
」

の
一
文
は
、
ま
さ
し
く
私
達
凡
夫
に
と
っ
て
は
救
済
の
場
は
極
楽
浄

土
し
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、「
天
国
」
と
い
う
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
信

者
の
霊
魂
が
神
の
祝
福
を
受
け
る
死
後
の
世
界
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
。
現
在
は
、
亡
く
な
っ
た
当
事
者
の
所
属
宗
派
や
信
仰
に
関
係

な
く
、
死
後
の
行
き
先
を
「
天
国
」
と
い
う
語
で
説
明
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
は
じ
め
に
紹
介
し
た
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
も
新
聞
も
本
来

固
有
名
詞
で
あ
る
「
天
国
」
と
い
う
語
を
、
死
後
の
世
界
を
表
す
一

般
名
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
状
で
あ
る
が
、
何
故
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
私
達
浄
土
宗
僧
侶
一
人
一
人
が
こ
う
い
っ
た
問
題
に
対
し

て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
と
自
問
し
た
時
、
皆
が
「
は
い
」

と
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
達
の
死
後
の
行
き
先
が
「
極
楽
浄

土
」
で
あ
る
こ
と
を
真
に
大
事
に
し
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
懸
命
に
伝

え
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
真
摯
に
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
自
分
達
の
宗
派
の
教
え
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
浄
土
宗
の
信
者
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
る
人
や
そ

の
身
内
が
死
後
の
行
き
先
を
「
極
楽
」
や
「
浄
土
」
で
は
な
く
「
天

国
」
と
言
い
表
さ
れ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
、
個
人
の
信
仰
や
信
条
を
否
定
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

い
さ
さ
か
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
こ
の
問
題
は
そ
の
人
の
信
仰
や
人
権

を
冒
涜
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
特
に
仏
教
に
お
い
て
は
、「
天

（
天
上
界
）」
は
、
六
道
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
仏
教
界
も
浄
土
宗
も
、
こ
の
問
題
に

関
し
て
は
マ
ス
コ
ミ
等
に
注
意
を
喚
起
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結

果
、
亡
く
な
っ
た
方
の
所
属
や
信
仰
を
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
死
後

の
行
き
先
を
「
天
国
」
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
子
供
達
の
間
で
は
、
死
後
の
行
き
先
は

「
天
国
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今

日
で
は
、
大
人
の
世
界
に
お
い
て
も
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
往
相
・
還
相
や
倶
会
一
処
と
い
う
大
切
な
教
え
を
有

す
る
「
極
楽
」
や
「
浄
土
」
と
い
う
語
が
、
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
な
い
た
め
に
も
、
浄
土
宗
と
し
て
一
日
も
早
く
声
を
挙
げ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
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（
1
）『
聖
典
』
四
・
四
二
一
頁

（
2
）『
浄
全
』
七
・
二
二
二
頁

※
当
日
会
場
よ
り
、
明
治
以
降
の
文
学
作
品
に
お
い
て
「
天
国
」
と
い
う

語
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
す
べ
き
と
い
う
意
見
、

ま
た
他
宗
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
を

知
り
た
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
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【
パ
ネ
ル
発
表
２
】

　

聖
光
上
人
の
御
遺
跡
に
つ
い
て
―
『
遺
跡
参
拝
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』
の
編
集
を
経
て
―

代
表
者

　

郡
嶋
昭
示
（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
）

登
壇
者

　

高
田
知
徳
（
熊
本
教
区　

知
足
寺
）

　

松
野
瑞
光
（
長
崎
教
区　

法
源
寺
）

　

朝
岡
知
宏
（
浄
土
宗
教
学
院
）

　

郡
嶋
昭
示
（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
）

【
は
じ
め
に
】

　

令
和
二
年
か
ら
三
年
度
ま
で
の
全
国
浄
土
宗
青
年
会
の
事
業
と
し

て
、
聖
光
上
人
の
顕
彰
を
軸
に
活
動
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
心
事
業

の
一
つ
が
『
遺
跡
参
拝
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク　

聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』

（
以
下
『
聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』）
の
編
纂
で
あ
っ
た
。

　

本
冊
子
の
最
大
の
特
色
は
、
過
去
に
発
刊
さ
れ
た
各
種
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
な
ど
（
今
で
は
入
手
困

難
な
も
の
が
多
い
）
の
記
載

を
集
め
て
参
照
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
細
か
な
現
地
調
査
を

加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
冊
子
も
数
年
す
る
と

手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
何
十
年
先
ま
で
多

く
の
人
の
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
か
未
だ
不
安
な
状
況
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、

①　

本
冊
子
の
内
容
を
可
能
な
限
り
多
く
の
方
に
伝
え
、
ま
た
永
く

参
照
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
現
地
調
査
の
記
録
を
報
告
す
る
こ

と

を
目
的
と
し
、
調
査
結
果
を
報
告
す
る
。
そ
し
て
、

②　

各
種
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
を
参
照
し
て
知
り
得
た
多
く
の
伝
承

は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
を
、
顕
彰

す
る
こ
と

③　

元
と
な
る
資
料
を
調
査
し
て
い
く
う
ち
に
、
新
た
に
知
り
得
た

聖
光
上
人
の
御
遺
跡
に
つ
い
て
―『
遺
跡
参
拝
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』
の
編
集
を
経
て
―
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情
報
が
い
く
つ
か
あ
り
、
こ
れ
を
追
加
情
報
と
し
て
報
告
す
る

こ
と

の
三
点
を
新
た
に
整
理
し
報
告
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

【
地
域
に
残
る
伝
承
と
現
地
調
査
報
告
①　

�

初
学
の
地
明
星
寺
・
菩
提
寺
か
ら
英
彦
山
へ
の
道
程
】

�

高
田
知
徳

〈
初
学
の
地
、
明
星
寺
・
菩
提

寺
の
遺
跡
〉

　

現
在
の
北
九
州
市
八
幡
区
に

聖
光
上
人
誕
生
の
地
が
あ
り
、

こ
こ
に
は
吉
祥
寺
が
建
立
さ
れ

て
い
る
。（
地
図
①
）
そ
こ
か

ら
二
～
三
〇
キ
ロ
南
に
現
飯
塚

市
が
あ
り
、
こ
の
地
で
出
家
し

て
仏
教
を
学
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
市
街
地
か
ら
離
れ
た
山

間
に
初
学
の
地
と
伝
え
ら
れ
る

明
星
寺
と
菩
提
寺
の
跡
地
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　

明
星
寺
は
、
聖
光
上
人
が
得
度
を

さ
れ
た
ご
遺
跡
で
、
菩
提
寺
は
、
初

め
て
仏
門
に
入
ら
れ
た
地
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
場
所
は
今
ま
で
あ
ま

り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　

ま
た
、
菩
提
寺
は
明
星
寺
に
一
二

あ
っ
た
と
さ
れ
る
末
庵
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
地
図
②
）
市
役
所
な
ど
が
あ

る
市
街
地
か
ら
離
れ
た
西
の
ほ
う
、

山
沿
い
に
明
星
寺
と
菩
提
寺
跡
が

あ
る
。
〇
印
が
本
堂
の
虚
空
蔵
菩

薩
堂
で
、
そ
の
虚
空
蔵
菩
薩
堂
か

ら
坂
を
下
っ
て
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
い
く
と
、
湧
水
が
あ
る
。

（
写
真
①
）
こ
の
湧
き
水
は
「
ひ

や
ん
け
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

真
夏
で
も
冷
た
く
、
逆
に
真
冬
で

も
凍
ら
ず
、
日
照
り
で
も
枯
れ
る

地図①　九州北部の遺跡

地図②飯塚市写真①ひやんけさま
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こ
と
が
な
い
不
思
議
な
湧

き
水
と
し
て
現
在
で
も
利

用
さ
れ
て
い
る
。
聖
光
上

人
の
ご
遺
跡
に
は
安
産
に

ま
つ
わ
る
も
の
が
多
数
あ

る
が
、
こ
の
湧
き
水
も
安

産
に
ご
利
益
が
あ
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
湧
き
水
か
ら
、
さ

ら
に
南
に
数
百
メ
ー
ト
ル

移
動
し
た
と
こ
ろ
に
、
聖

光
上
人
お
手
植
え
の
菩
提

樹
が
残
さ
れ
て
い
る
。（
写
真
②
）
湧
き
水
か
ら
さ
ら
に
道
を
下
っ

た
と
こ
ろ
だ
が
、
虚
空
蔵
菩
薩
堂
か
ら
も
さ
ほ
ど
離
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
菩
提
樹
は
森
の
中
に
あ
っ
て
、
他
の
木
々
に
は
な
い
存
在
感
が

あ
る
。
根
元
に
は
石
碑
が
あ
り
、「
聖
光
上
人

御
杖
菩
提
樹
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
杖
を
地
面
に
刺
し
た
ら
木
が
生
え
て
き
た
菩
提
樹

と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
お
手
植
え
」
と

さ
れ
る
こ
と
か
ら
樹
齢
八
〇
〇
年
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
令

和
の
現
在
で
も
元
気
に
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。
な
お
、
付
近
に
は
元

亨
年
間
建
立
の
石
塔
婆
が
残
さ
れ
て
お
り
。
か
つ
て
は
こ
の
辺
り
が

明
星
寺
の
敷
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
石
塔
婆
を
説
明

し
た
大
き
な
看
板
が
あ
り
、
こ
れ
を
目
印
に
す
る
と
菩
提
樹
に
た
ど

り
着
く
こ
と
が
出
来
る
。

〈
菩
提
寺
の
遺
跡
〉

　

明
星
寺
の
北
側
、
数
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
菩
提
寺
の
跡
地

と
さ
れ
る
地
が
あ
る
。
な
お
近
隣
に
は
同
じ
明
星
寺
の
末
庵
で
あ
っ

た
「
大
日
寺
」
な
ど
の
地
名
が
残
さ
れ
て
お
り
、
明
星
寺
の
勢
力
下

で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
地
で
あ
る
。

　

菩
提
寺
跡
へ
の
道
程
は
、（
地
図
③
）
の
と
お
り
、
参
道
入
り
口

ま
で
は
車
で
行
く
こ
と
が
で

き
る
。
後
ろ
に
シ
ョ
ベ
ル
カ

ー
が
見
え
る
が
、
こ
こ
は
採

石
場
と
な
っ
て
お
り
採
石
場

の
左
の
小
道
を
進
む
と
開
け

た
土
地
に
出
る
。
こ
こ
が
菩

提
寺
の
跡
地
で
あ
る
。（
写

真
③
）
中
に
は
石
碑
や
石
像

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、

写真②お手植え菩提樹

地図③菩提寺跡
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痛
み
の
激
し
い
も
の
が
多
く
、

こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
い
つ
ご

ろ
建
立
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で

あ
る
。
特
に
目
を
引
く
の
が

（
写
真
④
）
の
ほ
こ
ら
で
、
黒

い
お
像
は
、
焼
け
焦
げ
て
し
ま

っ
た
観
音
像
で
あ
る
。
実
は
現

在
こ
の
場
所
は
観
音
霊
場
の
一

つ
と
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
飯
塚

市
に
あ
る
真
言
宗
の
観
音
寺
や
、

地
元
の
方
々
に
よ
っ
て
草
刈
り

な
ど
の
管
理
・
維
持
さ
れ
て
い

る
状
況
だ
と
い
う
。
修
行
大
師

（
弘
法
大
師
）
の
像
や
一
四
体

の
地
蔵
菩
薩
像
を
は
じ
め
、
石

像
や
ほ
こ
ら
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
付
近
に
は
池
が
あ
り
、

こ
う
い
っ
た
水
を
生
活
水
と
し

て
利
用
す
れ
ば
、
こ
こ
で
寺
院

を
営
ん
で
い
く
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
付
近
は
森
と
雑
草
が
茂
っ
て
い
る
が
、
草
を
か

き
分
け
て
み
る
と
灯
篭
の
土
台
や
灯
篭
の
一
部
が
い
く
つ
か
発
見
さ

れ
る
な
ど
、
近
年
に
な
っ
て
姿
を
変
え
た
状
況
も
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
、
菩
提
寺
跡
と
さ
れ
る
地
と
そ
の
現
状
で
あ
る
。

〈
飯
塚
か
ら
英
彦
山
ま
で
の
道
程
〉

　

菩
提
寺
で
仏
門
に
入
り
、
明
星
寺
で
得
度
し
て
仏
道
を
志
す
中
、

聖
光
上
人
は
英
彦
山
ま
で
一
千
日
の
日
参
を
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

明
星
寺
や
菩
提
寺
と
い
っ
た
初
学
の
地
は
現
在
の
飯
塚
市
に
あ
る
。

聖
光
上
人
は
受
戒
の
た
め
に
太
宰
府
市
の
戒
壇
院
に
赴
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
初
期
の
活
動
の
中
心
は
こ
の
飯
塚
市
の
エ
リ
ア
に
な
る
。

そ
の
飯
塚
か
ら
四
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
英
彦
山
に
、
聖
光
上
人
は
千

日
も
通
わ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
に
は
数
々
の
言
い
伝

え
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

飯
塚
市
と
英
彦
山
の
地
域
を
地
図
で
示
す
と
、（
地
図
④
）
の
よ

う
に
な
る
。
左
上
の
〇
印
が
ス
タ
ー
ト
地
点
の
明
星
寺
エ
リ
ア
で
、

右
下
の
〇
印
が
目
的
地
の
英
彦
山
と
い
う
位
置
関
係
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
二
つ
の
間
に
は
「
聖
光
上
人
は
こ
の
地
域
を
通
っ
た
」
と
言

わ
れ
て
い
る
場
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
地
図
上
に
〇
で
示
し
た
場
所

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
聖
光
上
人
が
歩
い
た
ル
ー
ト
と
し
て
考
え
ら
れ

写真③菩提寺跡

写真④菩提寺跡
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る
の
は
、
南
に
進
路
を
と
る
ル
ー
ト
と
、

田
川
や
添
田
を
通
る
、
東
に
進
路
を
と
る

ル
ー
ト
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
田
川
・

添
田
の
ル
ー
ト
は
、
後
の
時
代
に
山
伏
ら

が
英
彦
山
へ
向
か
う
際
に
通
っ
た
道
で
も

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
中
に
の

こ
る
伝
説
と
そ
の
現
状
を
報
告
し
た
い
。

〈
彼ひ

岸が
ん

原ば
る

〉

　

聖
光
上
人
が
英
彦
山
に
日
参
す
る
際
、

日
数
を
数
え
る
た
め
に
日
々
松
の
木
を
植
え
た
と
い
う
伝
説
が
残
さ

れ
て
い
る
地
で
あ
る
。
彼
岸
原
は
、
出
発
地
点
で
あ
る
明
星
寺
エ
リ

ア
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
現
在
は
団
地
や
宅
地
な
ど
が
整
備
さ
れ
て

い
る
。
現
在
そ
の
松
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
彼
岸
原
」
と

い
う
名
は
残
さ
れ
て
お
り
、
伝
説
の
地
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。

（
写
真
⑤
⑥
）

〈
中ち
ゅ
う
や屋

と
寿じ
ゅ
め
い命

〉

　

聖
光
上
人
は
、
英
彦
山
ま
で
の
道
中
、
地
元
の
人
か
ら
「
化
け

物
」
と
間
違
わ
れ
、
弓
矢
で
射
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。

中
屋
は
、
中
の
矢
と
書
く
こ
と
が
で
き
、
弓
道
で
は
的
に
矢
が
当
た

る
こ
と
を
漢
字
の
「
中
」
と
書
く
。
お
そ
ら
く
こ
の
中
屋
の
あ
た
り

で
矢
を
射
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
上
人
は
矢
で
射
ら

れ
た
け
れ
ど
も
、
傷
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
い
、
袂
に
当
た
っ

た
だ
け
な
ど
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
聖
光
上
人
が
「
命
が

助
か
っ
た
、
寿
命
あ
り
が
た
し
」
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ

の
地
名
が
「
寿
命
」
と
書
い
て
「
じ
ゅ
め
い
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
場
所
は
出
発
地
点
で
あ
る
明
星
寺
か

ら
南
東
に
三
～
四
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
な
る
。
山
沿
い
に
中

屋
地
区
が
あ
り
、
穂
波
川
と
い
う
川
を
は
さ
ん
で
寿
命
地
区
と
隣
接

地図④明星寺と英彦山の位置

写真⑤彼岸原の現在

写真⑥彼岸原の地名
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し
た
地
域
で
あ
る
。
中
屋
で
矢
を
射

ら
れ
て
、
寿
命
で
助
か
っ
た
こ
と
に

「
寿
命
あ
り
が
た
し
」
と
安
堵
さ
れ

た
と
い
う
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

　

現
在
の
中
屋
地
域
は
、
穂
波
川
ぞ

い
に
、
き
れ
い
な
田
園
風
景
が
広
が

っ
て
い
る
。
付
近
に
は
「
中
屋
」
バ

ス
停
が
あ
る
。
穂
波
川
に
中
屋
橋
と

い
う
橋
が
か
か
っ
て
い
る
。（
写
真

⑦
）
聖
光
上
人
も
こ
の
あ
た
り
で
川

を
渡
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
寿
命

の
地
域
は
大
き
な
国
道
が
と
お
っ
て

お
り
、
町
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

（
写
真
⑧
）
交
差
点
の
名
前
に
「
寿

命
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ン

ビ
ニ
の
名
前
も
「
掛け
い

川せ
ん

寿
命
店
」
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
が
寿
命
で
あ

る
こ
と
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い

る
。
ま
た
、
国
道
を
は
な
れ
る
と
寿

命
に
も
田
園
風
景
が
ひ
ろ
が
っ
て
い

る
。

〈
杖
立
て
の
水
〉

　

聖
光
上
人
が
英
彦
山
に
向
か
う
途
中
に
杖
を
突
き
た
て
た
と
こ
ろ
、

水
が
噴
き
出
し
た
と
の
伝
説
が
あ
る
湧
水
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
場
所

は
、
寿
命
の
近
く
、
大
将
陣
公
園
の
中
に
あ
る
。
公
園
に
は
ち
い
さ

な
山
が
あ
り
、
頂
上
に
神
社
が
あ
る
。
社
殿
の
右
に
石
碑
が
あ
り
、

「
聖
光
上
人
杖
立
の
水
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
石
碑
の
前
に
今

も
水
が
湧
き
出
し
て
い
る
湧
水
が
あ
る
。（
写
真
⑨
）
木
の
蓋
を
と

る
と
水
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
す
ぐ
わ
き
に
は
説
明

の
看
板
が
あ
る
。

「
我
に
衆
生
済
度
の
道
を
得
さ
せ
給

は
ば
こ
の
山
上
に
水
い
で
さ
せ
給

へ
」
と
言
い
な
が
ら
西
に
向
か
っ
て

杖
を
つ
い
た
ら
水
が
出
た
と
伝
え
ら

れ
、
こ
の
水
は
頭
の
皮
膚
の
病
（
イ

ボ
な
ど
）
に
ご
利
益
が
あ
る
と
現
在

ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

写真⑦中屋の現在写真⑧寿命の現在

写真⑨聖光上人杖立の水
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〈
井
桁
印
の
柿
〉

　

聖
光
上
人
が
道
中
、
落
ち
て
い
た

柿
に
墨
で
井
桁
印
「
井
」
を
書
き

「
学
問
が
成
就
し
た
な
ら
ば
井
桁
印

の
実
を
実
ら
せ
て
く
れ
」
と
い
う
願

い
を
込
め
て
地
に
埋
め
た
と
さ
れ
る

柿
で
あ
り
、
こ
の
柿
の
木
と
さ
れ
る

も
の
が
現
存
し
て
い
る
。（
写
真
⑩）

（
（

）

長
い
月
日
を
経
て
老
木
と
な
っ
て
い

る
が
、
秋
に
は
た
く
さ
ん
の
柿
の
実

が
成
り
、
柿
に
は
黒
い
十
字
の
よ
う
な
井
桁
印
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
聖
光
上
人
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
柿
の
実
は
、
こ
の
現
在
、
令

和
の
時
代
で
も
実
を
つ
け
て
い
る
。

【
地
域
に
残
る
伝
承
と
現
地
調
査
報
告
②

�

英
彦
山
山
中
に
お
け
る
聖
光
上
人
の
遺
跡
】

�

松
野
瑞
光

　

英
彦
山
は
聖
光
上
人
が
一
千
日
日
し
た
標
高
四
一
八
八
ｍ
の
霊
峰

で
、
後
に
は
念
仏
行
を
し
た
と
い
う
伝
説
の
有
る
地
で
あ
る
。
英
彦

山
の
神
社
と
し
て
の
基
礎
情
報
を
、
英
彦
山
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ

ト
を
も
と
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

古
来
か
ら
神
の
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
霊
山
で
、
御
祭
神

が
天
照
大
神
（
伊
勢
神
宮
）
の
御
子
、
天あ
め

忍お
し

穂ほ

耳み
み
の

命み
こ
とで

あ
る

こ
と
か
ら
「
日
の
子
の
山
」
即
ち
「
日
子
山
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
主
神
は　

正ま
さ
か
つ
あ
か
つ
か
ち
は
や

勝
吾
勝
勝
速
日ひ
あ
め
の

天
之
忍お
し

穂ほ

耳み
み
の

命み
こ
と。

嵯
峨
天

皇
の
弘
仁
１
０
年
（
８
１
９
年
）
詔
（
み
こ
と
の
り
）
に
よ
っ

て
「
日
子
」
の
二
文
字
を
「
彦
」
に
改
め
ら
れ
、
次
い
で
、
霊

元
法
皇
、
享
保
１
４
年
（
１
７
２
９
年
）
に
は
、
院
宣
に
よ
り

「
英
」
の
１
字
を
賜
り
「
英
彦
山
（
ひ
こ
さ
ん
）」
と
改
称
さ
れ

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
英
彦
山
は
、
中
世
以
降
、
神
の
信
仰
に

仏
教
が
習
合
さ
れ
、
修
験
道
の
道
場
「
英
彦
山
権
現
様
」
と
し

て
栄
え
た
が
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
英
彦
山
神
社

と
な
り
、
昭
和
５
０
年
６
月
２
４
日
、
天
皇
陛
下
の
許
し
を
得

て
、
戦
後
、
全
国
第
三
番
目
の
「
神
宮
」
に
改
称
さ
れ
、
英
彦

山
神
宮
と
な
っ
た
。�

（
英
彦
山
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
よ
り
）

　

現
在
の
英
彦
山
内
の
詳
細
は
英
彦
山
で
配
布
し
て
い
る
『
英
彦
山

マ
ッ
プ
』
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
こ
れ
を
も
と
に
紹
介
し
た
い

（
地
図
⑤
）。
今
回
の
調
査
で
最
も
参
考
に
し
た
資
料
は
、
了
吟
『
鎮

西
禅
師
絵
詞
伝
』
と
、『
英
彦
山
に
お
け
る
鎮
西
上
人
御
霊
跡
（
巡

拝
の
栞
）』（
昭
和
五
四
年
、
大
本
山
善
導
寺
内
鎮
西
上
人
奉
讃
会
、

写真⑩井桁印の柿



─ 45 ─

以
下
『
巡
拝
の
栞
』）
で
、
後
者
は
英
彦
山
で
の
遺
跡
に
注
目
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
写
真
や
遺
跡
地
点
を
示
す
地
図
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
大
変

貴
重
な
資
料
で
あ
る
。（
地

図
⑥
）

〈
聖
光
上
人
青
年
求
道
像
〉

　

ま
ず
、
聖
光
上
人
青
年
求
道
像
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
英
彦
山

マ
ッ
プ
で
示
す
と
①
の
地
点
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
参
道

入
り
口
と
し
て
「
銅か
ね

の
鳥
居
」
が
そ
び
え
た
っ
て
い
る
。（
写
真
⑪
）

立
て
看
板
の
解
説
に
よ
る
と
、

「
銅
の
鳥

居
」
は
、

寛
永
１
４

年
（
１
６

３
７
年
）

佐
賀
藩
主

鍋
島
勝
茂

の
寄
進
に

よ
り
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
高
さ
７
メ
ー
ト
ル
、
柱
の
周
囲
は

３
メ
ー
ト
ル
余
り
も
あ
る
胴
の
太
い
青
銅
製
の
鳥
居
で
す
。

「
英
彦
山
」
の
学
は
享
保
１
９
年
（
１
９
３
４
年
）
に
霊
元
天

皇
の
勅
命
を
受
け
て
か
け
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
頃
か
ら
「
英

彦
山
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。　　

　
　
　
　
　

地図⑤英彦山マップ

地図⑥『巡拝の栞』霊跡見取図

写真⑪銅の鳥居
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環
境
庁
・
福
岡
県
‘
９
３

と
さ
れ
て
い
る
大
き
な
鳥
居
で
あ
る
。
こ
の
鳥
居
の
手
前
、
向
か
っ

て
右
側
に

青
年
求
道

像
は
安
置

さ
れ
て
い

る
。（
写

真
⑫
）
こ

の
像
に
つ

い
て
、

『
巡
拝
の
栞
』
に
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

浄
土
宗
教
師
井
上
佛
乗
師
が
京
都
の
石
工
に
頼
み
造
立
し
た
。

し
ば
ら
く
同
市
内
良
正
院
の
境
内
に
て
安
置
さ
れ
、
昭
和
一
七

～
一
八
年
頃
、
九
州
へ
向
け
求
道
像
が
出
発
。
終
戦
後
彦
山
駅

へ
到
着
。
彦
山
駅
か
ら
英
彦
山
神
社
間
に
は
輸
送
機
関
は
な
く

倉
庫
に
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
四
～
二
五
年
頃
銅
の
鳥

居
下
で
お
店
を
営
な
わ
れ
て
い
た
、
八
尋
キ
ノ
ヱ
氏
に
よ
り
現

在
の
地
に
安
置
さ
れ
今
日
に
至
る
。
台
座
の
彫
刻
の
文
字
は
大

本
山
善
導
寺
六
二
代
宮
本
文
哲
台
下
の
筆
跡
で
あ
る
。

�

（『
巡
拝
の
栞
』
四
頁
）

現
在
こ
の
八
尋
キ
ノ
ヱ
氏
の
商
店
は
閉
店
し
て
い
る
が
、
自
宅
が
英

彦
山
内
に
あ
る
と
の
こ
と
。
ま
た
、
井
上
佛
乗
氏
は
北
九
州
市
の
浄

土
宗
西
福
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。
現
在
こ
の
地
は
、
浄
土

宗
福
岡
教
区
青
年
会
豊
前
支
部
に
よ
り
年
に
二
回
の
清
掃
奉
仕
活
動

が
行
わ
れ
、
大
本
山
善
導
寺
か
ら
御
導
師
を
迎
え
て
法
要
も
執
り
行

わ
れ
て
い
る
。
英
彦
山
内
で
聖
光
上
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
に
は

こ
の
場
所
が
一
番
重
要
地
点
で
あ
る
と
感
じ
る
の
で
、
参
詣
の
際
は

ま
ず
こ
こ
を
訪
れ
て
ほ
し
い
。

〈
伝
聖
光
上
人
作
金
石
地
蔵
尊
石
像
・
十
六
羅
漢
石
像
〉

　

続
い
て
英
彦
山
山
中
の
聖
光
上
人
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
と
し
て
、
聖

光
上
人
が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
石
像
群
が
あ
る
。
現
存
す
る
石

像
群
と
し
て
、
金
石
地
蔵
尊
の
石
像
と
、
十
六
羅
漢
の
石
像
が
あ
る
。

も
っ
と
も
古
い
記
録
を
紐
解
く
と
、
金
石
地
蔵
は
青
柳
英
珊
『
鎮
西

上
人
』（
昭
和
一
〇
年
刊
）
の
記
録
で
、
そ
こ
に
は
、

上
人
が
彦
山
の
地
蔵
谷
で
彫
刻
を
さ
れ
た
と
い
ふ
、
地
蔵
菩
薩

や
十
六
羅
漢
の
石
像
が
今
も
尚
英
彦
山
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。　

�

（
青
柳
英
珊
『
鎮
西
上
人
』、
二
八
頁
）

と
あ
る
。『
巡
拝
の
栞
』
掲
載
の
地
図
と
、『
英
彦
山
マ
ッ
プ
』
を
参

考
に
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
を
調
査
に
向
か
っ
た
。
銅
の
鳥
居
よ
り
石
段

写真⑫鎮西上人青年求道像
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の
参
道
を
登
る
と
奉
幣
殿
と
い
う
英
彦
山
の
中
心
の
社
に
至
る
。

『
巡
拝
の
栞
』
の
地
図
に
よ
る
と
、
こ
の
参
道
の
途
中
か
ら
右
側
に

そ
れ
て
山
道
を
行
く
と
「
十
六
羅
漢
の
旧
位
置
」
と
地
蔵
谷
の
中
に

金
石
地
蔵
の
場
所
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
英
彦
山
マ
ッ
プ
』
で
見
る

と
②
の
地
点
に
な
る
。

　

参
道
を
そ
れ
、
ス
ロ
ー
プ
カ
ー
の
線
路
を
く
ぐ
り
、
山
道
へ
と
入

っ
て
い
く
。
そ
の
ま
ま
参
道
を
し
ば
ら
く
進
む
と
左
手
に
土
手
を
登

る
た
め
の
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
お
り
、
小
さ
く
「
金
石
地
蔵
・
役
行

者
窟
」
と
書
か
れ
た
目
印
が
あ
る
。（
こ
の
印
は
令
和
三
年
の
調
査

で
は
確
認
で
き
ず
、
再
度
訪
れ
た
令
和
四
年
七
月
調
査
ま
で
の
数
か

月
の
間
に
設
置
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
写
真
⑬
）
こ
の
ロ
ー

プ
と
目
印
に
従
っ
て
土
手
を
登
っ
て
い
く
と
、
山
道
に
至
り
、
道
な

り
に
行
く
と
数
一
〇
メ
ー
ト
ル
も
切
り
立
っ
た
岸
壁
の
一
部
を
切
り

取
っ
た
祠
の
中
に
、
金
石
地
蔵
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き

る
。（
写
真
⑭
）『
巡
拝
の
栞
』
に
掲
載
の
写
真
の
通
り
の
姿
が
今
ま

で
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
金
石
地
蔵
の
戦
時
中
の
記
録
を
刻
ん
だ
石
が
横
た
わ

っ
て
お
り
、
そ
の
縁
起
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。（
詳
細
は
次
の
朝

岡
が
報
告
す
る
。）
花
や
お
供
え
物
が
あ
る
な
ど
、
現
在
も
お
参
り

が
絶
え
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
伝
説
で
は
こ
の
金
石
地
蔵
を

聖
光
上
人
が
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
遺
跡
と
し
て
残
さ
れ

る
貴
重
な
地
点
で
あ
る
。
初
め
て
で
は
発
見
が
困
難
だ
が
、
本
報
告

を
も
と
に
ぜ
ひ
参
拝
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

　

続
い
て
十
六
羅
漢
像
で
あ
る
。『
巡
拝
の
栞
』
に
よ
る
と
、
聖
光

上
人
が
十
六
羅
漢
像
を
彫
り
、
英
彦
山
中
に
安
置
し
た
が
、
明
治
の

神
仏
分
離
、
廃
仏
毀
釈
を
経
て
場
所
を
変
え
な
が
ら
も
現
存
し
て
い

る
と
い
う
。
地
図
に
よ
る
と
金
石
地
蔵
に
至
る
手
前
が
も
と
も
と
安

置
さ
れ
て
い
た
場
所
で
、
昭
和
五
四
年
時
点
で
は
『
英
彦
山
マ
ッ

写真⑬金石地蔵に向かう坂道と目印

写真⑭金石地蔵
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プ
』
と
『
巡
拝
の
栞
』
で
い
う
と
③
の
位
置
で
あ
る
。

　

銅
の
鳥
居
の
駐
車
場
よ
り
坂
を
下
っ
て
舗
装
道
路
を
進
む
と
、

「
十
六
羅
漢
下
佛
来
不
動
明
王
参
拝
口
」
の
看
板
が
左
手
に
見
え
て

く
る
。
こ
こ
を
目
印
に
山
道
に
入
っ
て
い
く
と
左
手
に
土
手
を
登
る

た
め
の
ロ
ー
プ
が
垂
れ
下
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
頼
り
に
土
手
を
登

る
（
写
真
⑮
）
と
不
動
明
王
の
石
像
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
を
目
指

し
て
登
る
と
、
中
腹
に
開
け
た
場
所
が
あ
り
、
不
動
明
王
と
行
者
像
、

十
三
仏
と
並
ん
で
、
補
強
さ
れ
た
石
窟
の
中
、
釈
迦
如
来
像
を
中
心

に
十
六
羅
漢
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
た
。（
写
真

⑯
）
明
治
の
廃
仏
毀
釈
な
ど
を

く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
体
は
首
が
破
損
し

て
い
る
が
そ
の
他
は
状
態
も
良

く
、
現
在
で
も
当
時
の
姿
を
伝

え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
今
日
で
は
正
確
な
地

図
や
分
か
り
や
す
い
目
印
も
な

く
、
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
て
い

る
。
整
備
は
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
こ
こ
を
知
る
者
は
少
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
聖
光
上
人
の
住
居
・
智
室
谷
宝
生
院
跡
〉

　

智ち

室む
ろ

谷だ
に

宝ほ
う
し
ょ
う
い
ん

生
院
は
英
彦
山
の
中
で
聖
光
上
人
が
住
し
て
い
た
と
伝

わ
る
房
が
あ
る
。
現
在
は
そ
の
堂
舎
は
残
っ
て
は
い
な
い
が
、『
巡

拝
の
栞
』
を
は
じ
め
、
古
地
図
や
地
形
な
ど
か
ら
そ
の
跡
地
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
了
吟
の
『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』
に
は
、「
彦
山

の
宿
坊
宝
生
院
に
こ
も
り
求
聞
持
法
を
修
す
る
。」
と
あ
り
、
ま
た
、

『
添
田
町
教
育
委
員
会
調
査
報
告
』（
二
〇
一
六
）
で
は
明
治
期
の
地

写真⑯十六羅漢像

写真⑮十六羅漢像への道
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図
と
現
在
の
地
形
と
を
合
わ

せ
て
跡
地
を
推
定
し
て
い
る
。

『
英
彦
山
マ
ッ
プ
』
で
は
④

の
位
置
で
あ
る
。『
明
治
初

年
英
彦
山
坊
中
屋
敷
図）

3
（

』

（
地
図
⑦
）
に
は
、
明
治
期

の
廃
仏
毀
釈
直
前
の
坊
舎
が

細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
中
に
も
「
智
室
谷
」

「
宝
生
坊
」（
宝
生
院
の
後
の

名
か
）「
智
室
窟
」
が
見
え

る
。
こ
れ
を
近
年
行
わ
れ
た

レ
ー
ザ
ー
測
量
で
得
ら
れ
た

地
形
調
査
の
結
果
と
合
わ
せ

て
報
告
さ
れ
た
の
が
『
英
彦

山
総
合
調
査
報
告
書
』（
添

田
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一

六
）
で
あ
る
。（
地
図
⑧
）

こ
れ
に
よ
る
と
、「
宝
生
院

跡
」
が
現
在
の
地
図
に
落
と

し
込
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

新
た
に
こ
れ
を
も
と
に
現
地
調

査
を
行
っ
た
。

　

奉
幣
殿
か
ら
石
段
を
登
り
、

右
側
に
あ
る
大
き
な
石
碑
と
標

識
を
も
と
に
山
道
に
そ
れ
、
山

道
を
進
む
と
、
石
垣
が
現
れ
る
。

（
地
図
⑧
）
に
よ
る
と
こ
こ
は

「
慈
欽
坊
跡
」
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
先
に
土
手
を
登
る
ル
ー
ト

を
示
す
「
虚
空
蔵
１
０
０
ｍ
」
の
標

識
が
あ
り
、
こ
こ
を
目
印
に
後
ろ
を

振
り
返
っ
た
正
面
が
「
宝
生
院
跡
」

と
さ
れ
る
地
点
で
あ
る
。（
写
真
⑰
）

現
在
は
見
る
影
も
な
い
が
、
平
ら
な

地
で
あ
る
こ
と
、
水
の
流
れ
る
水
路

が
あ
る
こ
と
、
入
り
口
と
思
わ
れ
る

道
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
坊
が
あ

っ
た
地
で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

ま
た
、『
巡
拝
の
栞
』
に
は
「
念
死

写真⑰宝生院跡の現在

写真⑱智室窟

写真⑧現在の智室谷付近の地図
（地図⑦）『明治初年英彦
山坊中屋敷図』
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念
仏
」「
鎮
西
上
人
念
仏
三
昧
修
行
霊
跡
」
等
と
記
し
た
標
識
が
昭

和
五
一
年
に
建
立
さ
れ
た
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
こ
の
地
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
書
に
は
「
智

室
窟
と
も
い
う
岩
の
洞
窟
内
に
虚
空
蔵
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

昔
宝
生
院
と
い
う
寺
が
あ
っ
て
鎮
西
国
師
の
修
行
場
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
」
と
い
う
看
板
が
、
宝
生
院
旧
蹟
参
道
（
智
室
窟
近
辺

か
）
に
あ
っ
た
と
写
真
が
添
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
智
室
窟
に
も
登

っ
て
み
た
。
先
の
「
虚
空
蔵
１
０
０
ｍ
」
の
標
識
の
通
り
虚
空
蔵
に

む
か
う
急
斜
面
を
ひ
た
す
ら
登
る
。
道
無
き
急
斜
面
な
た
め
、
登
る

と
き
は
十
分
気
を
付
け
て
登
っ
て
ほ
し
い
。
す
る
と
岩
窟
が
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
。
こ
れ
が
「
智
室
窟
」
と
呼
ば
れ
る
岩
窟
で
あ
る
。

こ
の
地
点
周
辺
に
先
の
看
板
を
探
索
し
た
も
の
の
、
こ
の
近
辺
で
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
智
室
窟
は
現
在
も
そ
の
姿
を
残
し
、

当
時
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

〈
英
彦
山
上
宮
〉

　

最
後
に
上
宮
、
頂
上
部
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。
上
宮
に
つ
い
て

は
聖
光
上
人
も
参
拝
し
て
い
た
と
さ
れ
る
地
点
で
あ
る
。
水
を
供
え

に
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
宝
生
院
跡
に
は
水
が
流
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
水
を
携
え
て
上
宮
に
参
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
奉
幣
殿
か
ら
、
下
宮
、
中
宮
を
経
て
登
っ
て
い
く
ル

ー
ト
を
通
っ
た
が
、
ひ
た
す
ら
急
な
山
道
を
登
り
続
け
る
の
み
で
あ

る
が
、
鎖
場
な
ど
も
あ
り
、
大
変
体
力
を
奪
わ
れ
た
（
写
真
⑲
）。

上
宮
付
近
は
道
も
整
備
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
っ
た
。
上
宮
に
た
ど
り

着
く
と
、
現
在
は
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
た
め
立
ち
入
り
参
拝
は
禁
止

と
掲
示
し
て
あ
っ
た
。（
写
真
⑳
）

　

令
和
四
年
七
月
六
日
の
上
宮
参
拝
で
あ
っ
た
が
、
令
和
四
年
八
月
、

写真⑲上宮までの道程

写真⑳令和４年時点の上宮
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令
和
七
年
一
二
月
ま
で
の
予
定
で
工
事
が
始
ま
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

た
め
、
令
和
八
年
ま
で
上
宮
参
拝
は
か
な
わ
な
い
の
で
注
意
を
い
た

だ
き
、
そ
れ
以
降
に
ぜ
ひ
参
拝
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

【
各
伝
承
と
そ
の
基
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
①
】

�

朝
岡
知
宏�

　

聖
光
上
人
の
一
代
記
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
地
域
の
一
つ
に

現
・
飯
塚
市
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
飯
塚
と
い
う
地
名
そ
の
も
の

も
聖
光
上
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
由
来
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

飯
塚
近
辺
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
道
光
撰
『
聖
光
上
人
伝
』
で
確
認
す
る

と
、
次
の
三
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

１
．
常
寂
法
師
に
従
い
、
明
星
寺
に
て
五
年
間
、
天
台
の
教
え
を

学
ぶ
。（
比
叡
山
で
学
び
、
油
山
の
学
頭
と
な
っ
た
後
、
浄
土
の

行
業
を
修
す
よ
う
に
な
り
、）

２
．
明
星
寺
の
衆
徒
に
乞
わ
れ
三
重
塔
建
立
の
勧
進
を
す
る
こ
と

と
な
り
、（
塔
に
納
め
る
本
尊
を
求
め
上
洛
し
康
慶
の
館
に
赴
き
、

法
然
上
人
と
出
逢
わ
れ
、）

３
．
仏
像
を
塔
に
納
め
ら
れ
た）

（
（

。

他
の
ほ
と
ん
ど
の
伝
記
の
記
述
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る）

5
（

。
一
方
、
了
吟

『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』（
以
下
、『
絵
詞
伝
』）
に
は
、
前
述
の
も
の
に

加
え
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、『
絵
詞
伝
』
に
示
さ
れ
て
い
る
地
名
を
【　

】
内
に
示
し
た
。

便
宜
上
①
～
⑦
に
分
類
し
て
挙
げ
た
。

①　

明
星
寺
に
て
修
学
中
、
二
利
成
弁
の
た
め
彦
山
へ
一
千
日
の
日

参
を
行
う
。
そ
の
際
に
近
隣
の
住
民
に
怪
し
ま
れ
、
地
頭
に
矢

を
射
か
け
ら
れ
る
。【
彦
山
、
天
道
、
鯰
田
】

②　

矢
は
聖
光
上
人
に
あ
た
る
が
、
刺
さ
ら
な
か
っ
た
。【
中
屋
、

寿
命
】

③　

彦
山
の
智
室
谷
に
あ
る
宝
生
院
に
て
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を

修
す
る
。
ま
た
、
宝
生
院
よ
り
彦
山
上
宮
ま
で
一
夏
の
間
、
毎

日
欠
か
さ
ず
華
水
を
供
え
る
。【
智
室
谷
】

④　

聖
光
上
人
は
彦
山
に
て
一
千
躰
も
の
仏
像
を
刻
ま
れ
た
。

⑤　

彦
山
の
法
蓮
谷
の
法
蓮
房
の
請
に
よ
り
、
御
忌
を
行
う
。【
法

蓮
谷
】

⑥　

彦
山
日
参
の
際
に
、
日
数
を
知
る
た
め
に
植
え
て
い
た
松
が
松

原
と
な
る
。【
彼
岸
原
】

⑦　

明
星
寺
の
塔
に
本
尊
を
安
置
し
た
際
の
供
物
が
塚
と
な
る
。

【
飯
塚
】

本
発
表
で
は
こ
の
記
述
に
注
目
し
、
地
誌
等
に
よ
り
伝
承
を
確
認
し
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て
い
く
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
類
す
る
と
次
の
三
種
に
大
別

で
き
る）

6
（

。

❶　

明
星
寺
か
ら
彦
山
ま
で
一
千
日
の
日
参

❷　

彦
山
で
の
行
業

❸　

明
星
寺
の
塔
供
養

『
絵
詞
伝
』
の
該
当
部
を
次
に
挙
げ
る）

（
（

。

（
翻
刻
の
際
に
一
部
か
な
に
改
め
、
句
読
点
や
改
行
を
適
宜
補
っ

た
。）

①　

禅
師
十
七
歳
。
治
承
二
年�

戊戌�
よ
り
、
明
星
寺
に
あ
り
。
窃
に

思
念
し
た
ま
は
く
。
神
明
仏
陀
の
擁
護
に
よ
ら
ず
ば
、
い
か
で

か
二
利
の
大
願
を
成
弁
せ
ん
や
。
豊
前
国
彦
山
は
近
国
第
一
の

高
嶺
、
霊
験
無
双
の
名
神
な
り
。
わ
れ
こ
の
山
に
欣
求
す
べ
し

と
て
、
一
千
日
を
期
し
て
日
参
せ
ら
る
。
未
明
に
其
日
の
課
誦

を
つ
と
め
を
は
り
て
出
歩
し
た
ま
ふ
。
彦
山
は
明
星
寺
の
東
に

あ
た
れ
り
。
行
程
九
里
の
と
こ
ろ
な
ら
ば
、
帰
寺
は
か
な
ら
ず

夜
陰
に
を
よ
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
松
明
を
用
ひ
た
ま
は
ず
。
疾
行

奔
馳
し
給
ふ
が
故
に
、
黒
衣
の
袖
う
し
ろ
に
な
び
き
て
厲
風
の

響
あ
り
。
闇
夜
の
他
見
は
お
そ
ろ
し
く
見
え
た
る
に
や
、
天
道�

地名�

の
土
民
等
、
こ
れ
を
妖
怪
な
り
と
い
ひ
て
、
地
頭
の
勇
士

葦
谷
右
京�

鯰
田

城
主�

に
告
け
り
。
右
京
ひ
そ
か
に
う
か
ゞ
ひ
み
る

に
、
ま
こ
と
に
異
形
の
者
と
み
え
し
か
ば
、
弓
箭
を
つ
が
ひ
て

こ
れ
を
射
る
。　

②　

あ
や
ま
た
ず
し
て
禅
師
に
あ
た
れ
り
。
其
処
を
中
矢
邑
と
い
ふ
。

後
に
忠
屋
と
か
け
る
は
訛
な
り
。
し
か
も
其
矢
、
禅
師
の
御
身

に
た
ゝ
ざ
ら
し
か
ば
、
寿
命
め
で
た
し
と
宣
ひ
し
と
こ
ろ
を
寿

命
村
と
称
を
、
右
京
は
罪
を
謝
し
て
禅
師
を
拝
す
と
申
伝
た
り
。

③　

又
、
彦
山
の
宿
坊
宝
生
院�

智
室
谷

�

に
こ
も
り
て
求
聞
持
法
を
修

せ
ら
る
。
庭
前
に
清
泉
あ
り
。
こ
れ
を
禅
師
の
加
持
水
と
名
づ

く
。　

又
、
同
所
の
立
石
に
日
景
を
は
か
り
て
一
夏
百
日
時
刻

を
た
が
へ
ず
上
の
宮
に
詣
し
て
華
水
を
供
せ
ら
る
。
今
に
い
た

る
ま
で
当
山
新
発
意
の
徒
衆
、
一
夏
の
間
か
な
ら
ず
上
の
宮
に

華
水
供
を
を
こ
な
ふ
は
此
流
例
な
り
と
ぞ
。
又
か
の
立
石
あ
る

が
故
に
当
院
を
異
称
し
て
斗
日
石
房
と
い
へ
り
。

④　

当
山
は
台
宗
な
れ
ば
院
々
み
な
釈
尊
を
す
へ
た
て
ま
つ
る
と
い

へ
ど
も
、
当
院
の
み
禅
師
彫
造
の
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
す
る
は

そ
の
風
化
に
よ
る
が
故
な
り
。
一
山
の
巌
叢
に
き
ざ
め
る
千
躰

の
仏
像
も
み
な
こ
れ
禅
師
の
所
作
な
り
と
い
ふ
。

⑤　

又
、
建
保
元
年�

癸酉�

の
は
る
正
月
、
肇
歳
の
参
詣
ま
し
く
け
る

と
き
当
山
法
蓮
坊�

法
蓮

谷

�

の
請
に
応
じ
て
大
師
よ
し
水
の
御
忌

を
修
せ
ら
る
。〈
中
略
〉
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⑥　

又
、
禅
師
日
参
の
あ
ひ
だ
毎
日
一
株
の
小
松
を
携
来
て
路
傍
に

植
さ
せ
ら
る
。
こ
れ
す
な
は
ち
日
数
を
記
す
る
が
為
な
り
。
程

な
く
濃
陰
の
林
と
な
り
し
か
ば
、
日
数
の
松
原
と
名
づ
く
。
い

ま
彼
岸
の
は
ら
と
い
ふ
は
俚
俗
の
訛
な
り
と
ぞ
。〈
中
略
〉

⑦　

禅
師
帰
国
の
ゝ
ち
、
日
を
え
ら
び
て
か
の
塔
の
本
尊
を
安
置
し
、

慶
讃
の
大
会
を
修
せ
ら
る
。
こ
の
日
、
敬
田
悲
田
の
た
め
に
餐

飯
を
ま
ふ
く
る
こ
と
宛
も
丘
壟
の
ご
と
し
。
今
な
を
そ
の
と
こ

ろ
を
飯
塚
邑
と
称
す
。
其
後
か
の
光
明
寺
を
本
所
と
し
て
近
国

に
弘
法
し
給
へ
り
。

こ
の
文
に
記
さ
れ
て
い
る
地
名
等
に
つ
い
て
、
地
誌
を
中
心
に
所
在

地
と
伝
承
を
確
認
し
て
い
く
。
※
現
在
使
わ
れ
て
い
な
い
地
名
に
傍

線
を
、
現
在
の
地
名
に
二
重
傍
線
を
附
し
た
。

①
の
彦
山
と
は
、
福
岡
県
と
大
分
県
に
ま
た
が
る
霊
峰
・
英
彦
山
を

指
す
。（
以
下
、
英
彦
山
と
表
記）

（
（

）

　

天
道
は
現
在
、
飯
塚
市
の
字
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
地
は

英
彦
山
へ
の
道
筋
に
あ
る
村
で
あ
っ
た
。
な
お
『
絵
詞
伝
』
に
は
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
聖
光
上
人
が
念
仏
弘
通
の
た
め
こ
の
地
を
訪
れ

た
時
の
伝
承
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
天
道
の
大
将
陣
山
に
水
が
な

い
と
の
村
人
の
訴
え
を
聞
い
た
聖
光
上
人
が
山
頂
に
杖
を
立
て
た
と

こ
ろ
、
清
水
が
湧
き
出
た
と
い
う
。
こ
の
水
は
涸
れ
る
こ
と
な
く

「
聖
光
上
人
杖
立
て
の
池
」
と
し
て
現
在
に
残
る
。
な
お
、
こ
の
池

の
泥
土
は
小
児
の
頭
瘡
に
験
あ
り
と
信
仰
を
集
め
て
い
た
と
い
う
。

（『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
抄
』
／
以
下
、『
拾
遺
』）

　

英
彦
山
日
参
の
際
、
明
星
寺
か
ら
天
道
の
間
に
あ
る
安
恒
（
現
・

飯
塚
市
安
恒
）
の
地
を
通
っ
て
い
た
と
の
伝
承
も
あ
る
。（『
穂
波
町

誌
』）

　

鯰
田
は
現
在
、
飯
塚
市
の
字
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
聖
光
上
人

に
矢
を
射
っ
た
鯰
田
城
城
主
・
葦あ
し
が
へ
う
き
や
う

谷
右
京
に
つ
い
て
は
、『
拾
遺
』

に
記
さ
れ
る
吉
賀
江
右
京）

（
（

の
居
城
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
鯰
田
城
が
い
つ
ま
で
あ
っ
た
か
は
不
明
な
う
え
、
紛
ら
わ
し
い
こ

と
に
慶
長
年
間
に
十
数
年
だ
け
別
の
鯰
田
城
が
存
在
し
て
い
た
。
吉

賀
江
右
京
の
居
城
で
あ
っ
た
地
は
古
館
と
い
う
地
名
で
残
っ
て
い
た

よ
う
だ
が
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』（
以
下
『
続
風
土
記
』）
の
成
立

頃
に
は
字
と
し
て
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
現
在
は
僅
か
に

古
館
橋
に
そ
の
名
残
を
留
め
て
い
る
。
な
お
、
吉
賀
江
右
京
の
地
頭

補
任
時
期
等
に
関
し
て
も
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

②
の
中
矢
だ
が
、『
絵
詞
伝
』
で
は
忠
屋
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
す
る
が
、
管
見
で
は
「
忠
屋
」
と
表
記
さ
れ
る
資
料
は
発
見
で
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き
な
か
っ
た
。『
続
風
土
記
』
に
は
中
屋
村
の
名
が
確
認
で
き
る
。

現
在
は
嘉
穂
郡
桂
川
町
の
字
名
「
中
屋
」
と
し
て
残
る
。

　

寿
命
は
嘉
穂
郡
桂
川
町
の
字
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
寛
元
元
年

（
一
二
四
三
）
の
文
書
に
て
名
田
と
し
て
確
認
で
き
る）
（1
（

こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
聖
光
上
人
在
世
の
頃
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
地
名

と
し
て
成
立
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る）
（（
（

。
寿
命
村
と
し

て
の
記
述
は
『
続
風
土
記
』
に
確
認
で
き
、
そ
の
内
容
か
ら
中
屋
村

と
比
べ
て
規
模
が
大
き
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
る
。

　

ま
た
、
こ
の
近
く
に
あ
る
豆
田
（
現
・
桂
川
町
豆
田
）
の
地
を
通

っ
て
い
た
と
の
伝
承
も
あ
る
。（『
穂
波
町
誌
』）

③
の
智
室
谷
と
は
、
英
彦
山
十
谷
の
中
で
最
古
の
谷
の
一
つ
で
あ
る
。

現
在
は
英
彦
山
四
十
九
窟
の
一
で
本
地
を
虚
空
蔵
菩
薩
と
す
る
「
智

室
窟
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
だ
ろ
う
岩
窟
や
数
基
の
板
碑
な
ど
が
辛
う

じ
て
残
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
房
の
礎
石
ら
し
き
も
の
は
複
数
あ

る
が
、
荒
廃
が
激
し
く
『
明
治
初
年
坊
中
屋
敷
図
』
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
と
の
同
定
は
難
し
い
。

　

そ
の
智
室
窟
は
広
め
の
岩
窟
で
あ
り
、
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
弘
法
大

師
像
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。『
絵
詞
伝
』
に
記
さ
れ
る
、
聖
光
上
人

が
修
し
た
求
聞
持
法
の
本
尊
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
関

連
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
岩
窟
の
脇
に
も
行
場
ら
し
き
場
が

数
か
所
あ
り
、
薬
師
如
来
ら
し
き
石
像
や
十
一
面
観
音
像
が
祀
ら
れ

て
い
る
所
も
あ
っ
た
。『
絵
詞
伝
』
に
は
聖
光
上
人
は
智
室
谷
宝
生

院
に
て
修
行
を
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
上
人
作
の
阿
弥
陀
仏
像
は
も
と

よ
り
宝
生
院
の
痕
跡
を
示
す
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
、

昨
年
行
っ
た
現
地
調
査
で
は
場
所
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。
同
様

に
、
鎮
西
上
人
奉
讃
会
『
英
彦
山
に
お
け
る
鎮
西
上
人
御
霊
跡
（
巡

拝
の
栞）
（1
（

）』（
以
下
『
巡
拝
の
栞
』）
に
記
さ
れ
て
い
る
昭
和
五
十
二

年
建
立
の
角
婆
も
未
確
認
で
あ
る
。
平
成
二
十
八
年
の
調
査
報
告
書

（
添
田
町
教
育
委
員
会
『
英
彦
山
総
合
調
査
報
告
書
』）
を
踏
ま
え
現

地
を
再
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
宝
生
院
跡
地
な
ら
び
に
加
持
水
ら
し

き
も
の
は
確
認
で
き
た
が
、
角
塔
婆
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
後
日

改
め
て
調
査
を
行
い
、
確
認
し
た
い
。

④
に
つ
い
て
は
青
柳
英
珊
『
鎮
西
上
人
』
に
よ
る
と
、
聖
光
上
人
は

地
蔵
谷
に
て
地
蔵
菩
薩
像
や
十
六　

羅
漢
像
を
刻
ま
れ
た
と
あ
る
が
、

こ
の
出
典
は
現
在
未
確
認
で
あ
る
。
聖
光
上
人
が
刻
ま
れ
た
と
さ
れ

る
地
蔵
菩
薩
像
は
『
巡
拝
の
栞
』
に
よ
る
と
金
石
地
蔵）
（1
（

と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

金
石
地
蔵
は
廃
仏
毀
釈
の
際
に
一
旦
こ
の
地
よ
り
遷
座
さ
れ
た
が
、
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現
在
は
再
び
地
蔵
谷
に
戻
り
、
岩
壁
の
下
部
に
掘
ら
れ
た
石
窟
内
に

安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
蔵
谷
の
地
は
か
つ
て
十
輪
院
と
い
う
堂

宇
が
建
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
、
金
石
地
蔵
も
無
関
係
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
蔵
尊
は
か
つ
て
岩
堀
地
蔵
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。（『
明
治
初
年
坊
中
屋
敷
図
』）

　

な
お
、『
巡
拝
の
栞
』
に
詳
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る

十
六
羅
漢
像
は
、
か
つ
て
金
石
地
蔵
の
脇
の
岩
窟
に
安
置
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
七
年
の
「
英
彦
山
案
内
絵
図
」
に
記

載
さ
れ
る
な
ど
、
か
つ
て
は
著
名
な
地
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
現
在
は

上
仏
来
山
の
登
山
口
付
近
に
て
不
動
明
王
像
等
と
と
も
に
祀
ら
れ
て

い
る
。

⑤
の
御
忌
に
関
し
て
は
、『
巡
拝
の
栞
』
に
よ
る
と
「
建
暦
二
年
三

月
十
三
日
夜
、
当
山
に
於
い
て
修
行
中
座
主
蔵
慶
と
共
に
霊
夢
を
感

得
し
て
箱
崎
で
仏
の
木
像
を
拝
し
善
導
寺
に
安
置
す
」
と
『
英
彦
山

神
社
史
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
法
蓮
谷
に
つ
い
て
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
が
、
法
蓮
坊
と
い
う
名
よ
り
、
英
彦
山
中
興
の
法

蓮
が
修
行
し
て
い
た
と
い
う
玉
屋
谷
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
法
蓮
堂
と

の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
。

⑥
の
彼
岸
原
に
つ
い
て
は
、「
日
数
が
原
」「
彼
岸
原
」
の
記
述
が

『
続
風
土
記
』
に
見
え
る
が
、
現
在
は
残
念
な
が
ら
松
は
残
っ
て
お

ら
ず
、
辛
う
じ
て
飯
塚
市
弁
分
に
あ
る
バ
ス
停
に
「
彼
岸
原
」
の
名

が
残
る
。
ま
た
、
詳
細
は
不
明
だ
が
か
つ
て
は
「
百
日
松
」
と
呼
ば

れ
た
地
も
あ
っ
た
ら
し
い
。（『
拾
遺
』）

⑦
の
飯
塚
に
関
し
て
は
、
地
名
の
由
来
と
し
て
『
続
風
土
記
』
に
同

様
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。

（
付
記
）

　

今
回
の
発
表
に
あ
た
り
、
各
地
図
書
館
の
司
書
様
よ
り
調
査
の
協

力
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

飯
塚
市
立
飯
塚
図
書
館
浅
田
様
よ
り
『
穂
波
町
誌
』『
筑
前
国
続

風
土
記
』『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
抄
』
ほ
か
十
数
冊
の
資
料
の
情

報
な
ら
び
に
資
料
貸
し
出
し
を
、
添
田
町
立
図
書
館
馬
場
様
・
中
谷

様
よ
り
『
英
彦
山
総
合
調
査
報
告
書
』
ほ
か
八
冊
の
資
料
の
情
報
な

ら
び
に
該
当
部
分
の
コ
ピ
ー
郵
送
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
お
忙
し
い
中
、

迅
速
な
対
応
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
各
伝
承
と
そ
の
基
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
②
】�

�

郡
嶋
昭
示

　

以
上
、
聖
光
上
人
の
初
期
の
遺
跡
を
中
心
に
、
現
在
ま
で
伝
わ
る

伝
承
と
そ
の
現
状
、
そ
し
て
そ
の
伝
承
が
残
さ
れ
る
資
料
に
つ
い
て

出
来
る
限
り
の
調
査
報
告
を
行
っ
て
き
た
が
、
文
献
に
残
さ
れ
て
い

る
も
の
を
今
一
度
整
理
し
、
そ
の
多
く
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
『
鎮

西
禅
師
絵
詞
伝
』
に
つ
い
て
そ
の
資
料
性
を
論
じ
て
ま
と
め
と
し
た

い
。

①　

文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
伝
説

　

ま
ず
、
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
伝
承
が
ど
こ
ま
で
古
く
さ
か
の
ぼ

れ
る
か
を
朝
岡
の
報
告
を
中
心
に
今
一
度
整
理
し
た
い
。

〈
菩
提
寺
跡
〉

菩
提
寺
跡
に
関
す
る
記
載
は

　

・
浄
土
宗
青
年
会
福
岡
支
部
編
『
鎮
西
聖
光
上
人
霊
跡
巡
拝
の
栞

（
九
州
編
）』（
平
成
元
年
）

　

・
青
柳
英
珊
著
『
鎮
西
上
人
』（
昭
和
七
年
）

の
記
載
ま
で
遡
れ
る
。
青
柳
英
珊
『
鎮
西
上
人
』
に
は
、

菩
提
寺
の
跡
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
所
に
は
今
観
音
堂
一
宇
が
、
侘

し
く
昔
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。　�

　
（『
鎮
西
上
人
』
一
六
頁
）

と
あ
り
、
こ
れ
が
菩
提
寺
跡
の
様
子
を
伝
え
る
遡
れ
る
最
古
の
も
の

で
あ
る
（
昭
和
７
年
）。
し
か
し
、
場
所
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い

う
指
摘
は
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
平
成
元
年
刊
の
『
鎮
西
聖
光
上

人
霊
跡
巡
拝
の
栞
』
に
掲
載
さ
れ
た
地
図
が
最
も
古
い
。（
地
図
⑨
）

ま
た
当
時
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
状
況
を
伝
え
る
貴

重
な
記
録
と
い
え
よ
う
。

〈
彼
岸
原
〉

　

彼
岸
原
は
『
筑
前
国
続
風
土

記
』（
元
禄
一
六
・
一
七
〇
三
年
）

の
記
載
が
古
い
。

此
村
の
境
内
、
日
数
が
原
と

云
所
に
松
樹
あ
り
。
是
は
聖

光
上
人
、
豊
前
彦
山
に
参
詣

せ
し
度
ご
と
に
植
し
松
な
る

故
に
、
日
数
原
と
い
へ
り
。

�

（『
筑
前
国
続
風
土
記
』
一
二
巻　

明
星
寺
の
項
）

続
い
て
『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』（
安
永
七
・
一
七
七
八
年
）
に
も
次

の
記
載
が
あ
る
。

地図⑨『霊跡巡拝の栞』菩提寺跡地図
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禅
師
日
参
の
あ
ひ
だ
毎
日
一
株
の
小
松
を
携
来
た
路
傍
に
植
さ

せ
ら
る
。
こ
れ
す
な
は
ち
日
数
を
記
す
る
が
為
な
り
。
程
な
く

濃
陰
の
林
と
な
り
し
か
ば
、
日
数
の
松
原
と
名
づ
く
。
い
ま
彼

岸
の
は
ら
と
い
ふ
は
俚
俗
の
訛
な
り
と
ぞ
。　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

�

　
（『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』）

〈「
中
屋
」「
寿
命
」「
飯
塚
」
の
地
名
〉　

　

明
星
寺
か
ら
英
彦
山
へ
の
道
程
に
お
け
る
聖
光
上
人
に
縁
の
あ
る

地
名
、「
中
屋
」「
寿
命
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
報
告
で
指
摘
さ
れ
た

通
り
『
絵
詞
伝
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
、
か
つ
遡
れ
る
最
古
の
記
述
で

あ
る
。

　

ま
た
、「
飯
塚
」
と
い
う
地
名
の
由
来
に
明
星
寺
が
関
係
し
て
い

る
と
い
う
点
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
ま
で
遡
れ
る
。
即
ち
、

此
所
を
飯
塚
と
名
付
し
は
、
当
昔
（
そ
の
か
み
）
明
星
寺
造
営

事
終
り
、
開
堂
供
養
の
時
、
飯
を
多
く
炊
（
か
し
ぎ
）
し
が
、

其
餕
餘
（
あ
ま
り
）
多
く
し
て
、
此
所
に
塚
の
如
く
つ
み
け
る

故
、
飯
塚
と
い
ふ
と
い
へ
り
。
今
其
塚
残
り
て
、
国
君
行
館
の

内
居
齋
の
前
に
あ
り
。

　

�

（『
筑
前
国
続
風
土
記
』
一
二
巻　

飯
塚
村
の
項
）

と
い
う
記
載
で
あ
る
。
ま
た
、
成
立
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
義
山
が
紹
介
し
た
『
鎮
西
香
月
系

譜
』
に
は
、

明
星
寺
の
塔
供
養
の
日
の
飯
塚
の
如
し
、
此
の
所
を
飯
塚
と
名

く　

�

　
（
浄
全
一
六
・
九
七
八
頁
下
）

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
明
星
寺
と
飯
塚
の
地
名
に
関
係
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

〈
杖
立
て
の
水
〉

　

聖
光
上
人
が
杖
を
つ
い
た
場
所
か
ら
水
が
湧
き
出
た
と
い
う
伝
説

は
、
花
田
玄
道
『
鎮
西
上
人
』（
昭
和
六
二
年
、
善
導
寺
刊
）
の
記

載
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
に
は
、

そ
の
道
中
、
天
道
の
大
将
陣
公
園
に
「
聖
光
上
人
杖
立
の
水
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
八
百
年
来
、
渇
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
わ

れ
、
周
囲
が
僅
か
五
十
糎
く
ら
い
の
小
さ
な
井
戸
が
あ
る
。
飲

料
水
に
困
っ
た
村
人
の
た
め
に
英
彦
山
へ
の
日
参
の
の
途
次
、

西
に
向
か
っ
て
杖
を
立
て
ら
れ
衆
生
済
度
を
祈
願
さ
れ
る
と
、

泉
が
湧
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

�

（
花
田
玄
道
『
鎮
西
上
人
』
六
七
頁
）

ま
た
、
聖
光
上
人
と
の
縁
に
は
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
天
保
八
年

（
一
八
三
七
年
）
ご
ろ
成
立
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
、



─ 58 ─

大
将
軍
陣
並
七
星
社

祠
の
左
右
及
後
、
皆
池
之
小
児
の
頭
瘡
を
患
ふ
る
者
、
此
池
中

の
泥
土
を
取
て
ぬ
れ
は
平
癒
忽
ち
な
り
と
て
遠
近
よ
り
参
り
詣

す
る
者
絶
る
事
な
し
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
地
に
池
が
あ
り
、
そ
の
池
の
水
が
吹
出
物
平
癒
の

効
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

〈
杖
立
て
菩
提
樹
〉

　

明
星
寺
の
虚
空
蔵
堂
エ
リ
ア
に
あ
る
聖
光
上
人
お
杖
菩
提
樹
は
、

今
回
の
調
査
で
は

文
献
群
に
そ
の
記

載
を
見
る
け
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ

た
た
め
、
菩
提
樹

の
下
に
安
置
さ
れ

る
石
碑
に
あ
る
銘

が
確
認
で
き
る
最

古
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

明
治
卅
四
丑
年
立
ル
聖
光
上
人
御
杖
菩
提
樹

と
記
さ
れ
て
い
る
。（
写
真
㉑
）

〈
井
桁
の
柿
〉

　

井
桁
印
の
柿
に
つ
い
て
は
、
青
柳
英
珊
『
鎮
西
上
人
』
の
記
載
ま

で
遡
れ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鎮
西
村
明
星
寺
に
、
か
や
う
な
伝
説
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ

れ
は
十
歳
頃
の
秋
も
最
中
に
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
明
星

寺
の
本
尊
の
前
に
、
一
心
に
合
掌
礼
拝
し
て
『
南
無
虚
空
蔵
菩

薩
様
、
ど
う
ぞ
学
を
お
さ
め
器
を
磨
き
、
初
一
念
を
徹
す
事
が

出
来
ま
す
る
や
う
に
お
守
り
下
さ
い
。』
祈
誓
を
籠
め
た
聖
光

房
は
、
間
も
な
く
机
の
前
に
坐
つ
た
。
読
書
か
と
思
へ
ば
、
懐

か
ら
取
り
出
し
た
二
つ
の
柿
の
実
。
赤
く
照
つ
て
ゐ
る
其
面
に
、

筆
で
何
か
書
き
始
め
た
。
お
師
匠
様
の
妙
法
々
師
は
、
之
を
見

て
笑
ひ
出
し
た
。『
弁
長
は
賢
い
子
だ
が
、
子
供
は
や
は
り
子

供
だ
な
。
一
体
何
を
悪
戯
す
る
の
だ
。』
一
つ
の
柿
に
は
井
桁

の
印
、
も
一
つ
の
柿
に
は
日
の
丸
な
ら
で
墨
の
円
、『
自
分
が

学
成
り
行
遂
げ
る
事
が
出
来
る
な
ら
ば
、
お
ま
へ
は
非
情
の
柿

の
実
だ
が
、
こ
の
通
り
に
な
つ
て
く
れ
。』
さ
う
言
ひ
乍
ら
、

之
を
地
に
埋
め
て
し
ま
つ
た
。
土
の
霊
気
に
催
さ
れ
て
柿
は
芽

生
え
た
。
二
葉
の
柿
も
、
聖
光
房
の
学
成
る
と
共
に
成
長
し
た
。

軈
（
や
が
）
て
な
つ
た
柿
の
実
は
、
世
に
も
珍
ら
し
い
不
思
議

写真㉑御杖菩提樹石碑
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な
も
の
で
あ
つ
た
。
井
桁
の
印
と
円
い
印
の
墨
跡
が
、
生
る
実

も
生
る
実
も
墨
黒
々
と
画
か
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。（
…
中

略
…
）
所
謂
鎮
西
様
の
お
墨
柿
は
、
今
も
尚
明
星
寺
の
北
谷
に

伝
説
の
柿
の
木
と
し
て
、
随
分
年
代
を
経
た
老
大
木
が
二
本
、

相
変
ら
ず
珍
し
い
実
を
結
ん
で
ゐ
る
。
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫

へ
と
、
教
訓
の
物
語
と
し
て
伝
へ
ら
る
ゝ
こ
の
伝
説
、
人
々
の

口
碑
、
そ
こ
に
も
聖
光
上
人
の
幼
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

�
（
青
柳
瑛
珊
『
鎮
西
上
人
』
一
八
頁
）

こ
の
記
載
が
文
献
で
は
一
番
古
い
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に

は
こ
れ
ら
の
伝
説
が
「
人
々
の
口
碑
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
当

時
も
口
伝
え
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
青
柳
氏
が

初
め
て
こ
れ
を
書
き
付
け
た
伝
説
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〈
英
彦
山
金
石
地
蔵
十
六
羅
漢
像
〉

　

英
彦
山
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
金
石
地
蔵
及
び
十
六
羅
漢
像
が
聖

光
上
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
伝
説
は
、
先
の
報
告
で

『
絵
詞
伝
』
に
「
一
山
の
巌
叢
に
き
ざ
め
る
千
躰
の
仏
像
も
み
な
こ

れ
禅
師
の
所
作
な
り
と
い
ふ
」
と
い
う
記
載
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
地
蔵
菩
薩
や
十
六
羅
漢
に
こ
れ
を
当
て
た
も
の
は
青
柳

瑛
珊
『
鎮
西
上
人
』
が
確
認
で
き
る
一
番
古
い
記
録
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、上

人
が
彦
山
の
地
蔵
谷
で
彫
刻
を
さ
れ
た
と
い
ふ
、
地
蔵
菩
薩

や
十
六
羅
漢
の
石
像
が
今
も
尚
英
彦
山
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。　

　
　

�

（
青
柳
瑛
珊
『
鎮
西
上
人
』
二
八
頁
）

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
石
像
群
は
聖
光
上
人
が
刻
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

現
存
し
て
い
る
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
聖
光
上
人
の
英
彦
山
中
で
の

行
状
に
重
点
を
お
い
て
、
昭
和
五
四
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
英
彦
山

に
お
け
る
鎮
西
上
人
御
霊
蹟
（
巡
拝
の
栞
）』（
鎮
西
上
人
奉
讃
会

編
）
に
は
、
青
柳
瑛
珊
『
鎮
西
上
人
』
の
こ
の
文
を
参
照
し
、
当
時

こ
れ
ら
の
石
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
場
所
と
、
次
に
挙
げ
る
聖
光
上

人
の
宿
坊
の
跡
地
も
併
せ
て
地
図
に
記
し
て
い
る
。

〈
英
彦
山
智
室
谷
宝
生
院
及
び
上
宮
〉

　

英
彦
山
中
で
聖
光
上
人
が
住
し
、
後
に
は
念
仏
行
を
修
し
た
と
さ

れ
る
房
が
智
室
谷
宝
生
院
で
あ
る
と
う
点
に
つ
い
て
は
、
了
吟
『
絵

詞
伝
』
ま
で
遡
れ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
、
彦
山
の
宿
坊
宝
生
院�

智
室
谷
に
こ
も
り
て
求
聞
持
法
を

修
せ
ら
る
。

庭
前
に
清
泉
あ
り
。
こ
れ
を
禅
師
の
加
持
水
と
名
づ
く
。�

又
、
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同
所
の
立
石
に
日
景
を
は
か
り
て
一
夏
百
日
時
刻
を
た
が
へ
ず

上
の
宮
に
詣
し
て
華
水
供
を
お
こ
な
ふ
。

と
あ
り
、
智
室
谷
宝
生
院
を
宿
坊
と
し
、
ま
た
上
宮
に
華
水
を
供
え

に
い
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
智
室
谷
宝
生
院
と
い
う
房
の
存
在

に
つ
い
て
は
、
先
の
松
野
の
報
告
の
通
り
明
治
期
の
古
地
図
と
さ
れ

る
『
明
治
初
年
英
彦
山
坊
中
屋
敷
図
』（
地
図
）
に
「
智
室
谷
」「
宝

生
坊
」
と
い
う
堂
宇
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
名
残
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
く
り
返
し
に
な
る
が
近
年
の
調
査
結
果
『
英
彦

山
総
合
調
査
報
告
書
』（
添
田
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
）
で

は
、
レ
ー
ザ
ー
測
量
に
よ
る
詳
細
な
地
形
の
図
式
化
が
行
わ
れ
、

『
明
治
初
年
英
彦
山
坊
中
屋
敷
図
』
に
記
さ
れ
る
房
を
こ
こ
に
落
と

し
込
む
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
の
宝
生
坊
跡
の
位
置
が
記
さ

れ
て
い
る
。（
四
一
頁
参
照
）

　

以
上
、
今
回
の
調
査
で
確
認
で
き
た
文
献
類
に
残
る
伝
説
は
次
の

よ
う
に
整
理
で
き
る
。

菩
提
寺
跡　
　

→
青
柳
瑛
珊
『
鎮
西
上
人
』『
浄
青
冊
子
』

彼
岸
原　

→　
『
続
風
土
記
』『
絵
詞
伝
』　

中
屋
寿
命　
　

→　
『
絵
詞
伝
』

飯
塚
の
地
名　

→　
『
続
風
土
記
』『
鎮
西
香
月
系
譜
』

杖
立
て
の
水　

→　

花
田
玄
道
『
鎮
西
上
人
』

杖
立
て
菩
提
樹　

→
明
治
三
四
年
銘
の
石
碑

井
桁
の
柿　
　

→　

青
柳
『
鎮
西
上
人
』

英
彦
山
金
石
地
蔵　

→　
『
絵
詞
伝
』
青
柳
『
鎮
西
上
人
』

英
彦
山
智
室
谷
宝
生
院　

→
『
絵
詞
伝
』

英
彦
山
上
宮　

→
『
絵
詞
伝
』

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
そ
の
多
く
は
『
絵
詞
伝
』
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
『
絵
詞
伝
』
と
い
う
資
料
が
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
を
最
後
に
整
理
し
て
み
た
い
。

〈『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』
書
誌
情
報
〉

『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』
全
一
八
巻

了
吟
撰

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
（
知
恩
院
古
門
前
書
林
澤
田
吉
左

衛
門）
（1
（

）

手
元
に
あ
る
も
の
の
刊
記
な
ど
を
整
理
す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
。

本
書
は
伝
記
資
料
と
し
て
は
信
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

な
ど
を
除
い
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
文
献
で
あ

る
。

　

な
ぜ
、
信
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
道
光
撰
『
聖
光
上

人
伝
』
が
『
絵
詞
伝
』
の
あ
と
に
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
、
貞
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嚴
が
叙
に
こ
う
記
し
て
い
る
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
と
い
え
る
。

そ
の
『
鎮
西
絵
詞
伝
』
と
称
す
る
者
を
観
る
に
、
間
、
無
根
の

説
を
増
加
し
て
以
て
こ
れ
を
矯
飾
し
、
鴈
を
伝
え
偽
を
う
り
、

以
て
天
下
後
世
を
欺
か
ん
と
欲
す
。

…
中
略
…

文
政
四
年
丁
巳
季
夏　
　

華
頂
大
僧
正
貞
嚴
譔

�
（
浄
全
一
七
、
三
七
八
上
～
下
、
元
漢
文
）

こ
れ
に
よ
る
と
、『
鎮
西
絵
詞
伝
』
と
い
う
も
の
を
み
る
と
無
根
の

説
が
加
え
ら
れ
て
偽
り
を
伝
え
て
い
る
と
し
て
お
り
、
本
書
を
用
い

る
こ
と
が
良
く
な
い
こ
で
あ
る
と
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

確
か
に
、
例
え
ば
『
絵
詞
伝
』
に
は
、

禅
師
ま
た
渡
宋
求
法
の
こ
こ
ろ
ざ
し
た
か
か
り
し
か
ば
、
一
葉

の
危
艇
に
労
苦
を
し
の
ぎ
、
万
里
の
険
浪
に
身
命
を
な
げ
う
ち

て
彼
国
に
お
も
む
き
た
ま
ふ
。

と
あ
り
、
聖
光
上
人
が
中
国
に
渡
っ
た
と
い
う
伝
記
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
説
が
記
さ
れ
て
い
る
と
、
確
か
に
疑
っ
て
み
ら
れ
て

し
ま
う
伝
記
で
あ
る
こ
と
は
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
の
執
筆
経
緯
を
見
る
と
、
第
一
巻
冒
頭
に
、

謝
恩
酬
徳
の
寸
志
を
表
彰
し
て
在
世
滅
後
の
事
跡
を
編
集
す
。

聖
護
、
望
西
の
記
録
を
う
つ
し
て
真
名
を
仮
名
に
あ
ら
た
め
、

旧
鈔
古
史
の
散
文
を
ひ
ろ
ひ
て
漢
語
を
和
語
に
か
へ
た
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
聖
護
、
望
西
の
記
録
」
と
は
、

聖
護
→　

伝
聖
護
房
作　
『
鎮
西
略
要
伝
』

　
　
　
　
　
　
　
　

※
中
国
へ
行
っ
た
記
述
の
元

望
西
→　

了
慧
道
光
作　
『
聖
光
上
人
伝
』

と
い
う
先
行
す
る
二
つ
の
伝
記
を
指
し
、
こ
れ
を
取
り
入
れ
て
和
文

に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

く
だ
ゝ
ゝ
し
く
風
土
の
伝
説
を
か
ゝ
げ
、
寺
院
の
由
来
を
挙
て
、

あ
ら
か
じ
め
向
後
の
索
隠
に
そ
な
ふ

と
あ
っ
て
、
く
ど
く
も
風
土
や
寺
院
に
残
る
伝
説
な
ど
を
記
し
て
、

後
の
者
が
こ
れ
を
紐
解
く
た
め
の
手
立
て
と
な
ら
ん
こ
と
を
願
っ
て

記
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
手
に
入
っ
た
い
ろ
い
ろ

な
も
の
を
、
著
者
了
吟
の
独
断
で
取
捨
選
択
す
る
こ
と
な
く
取
り
入

れ
て
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
ち

ろ
ん
お
か
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
お
か

し
い
と
思
う
も
の
で
あ
っ
て
も
了
吟
の
主
観
で
取
捨
選
択
さ
れ
ず
に

当
時
の
貴
重
な
も
の
が
そ
の
ま
ま
集
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
先
の
中
国
に
渡
っ
た
説
も
、
先
行
す
る
伝
記
『
鎮

西
略
要
伝
』
に
は
、

文
治
五
年
秋
八
月
西
海
沙
漫
の
浪
を
超
え
入
宋
す
。
時
に
大
宋
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孝
宗
皇
帝
淳
煕
十
六
年
な
り
。（
…
中
略
…
）
紹
煕
二
年
春
二

月
日
本
に
帰
り
…　
（『
源
智
弁
長
良
忠
三
上
人
研
究
』
一
九
八

七
）

と
あ
り
、
こ
の
説
を
取
り
入
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
詳
細
に
対

照
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
鎮
西
禅
師
絵
詞
伝
』

『
鎮
西
略
要
伝
』

紹
煕
二
年
（
辛
亥
）
本
邦
後
鳥

羽
院
（
人
皇
八
十
二
代
）
建
久

第
二
の
春
（
禅
師
三
十
三
歳
）

帰
朝
し
た
ま
ふ
。
所
伝
の
旨
を

鎮
西
に
ひ
ろ
む
る
と
こ
ろ
…

或
は
禅
師
二
十
八
歳
後
鳥
羽
院

文
治
第
五
（
己
酉
）
の
春
叡
山

よ
り
か
へ
り
て
同
年
秋
八
月
渡

宋
す
と
い
ひ

文
治
五
年
秋
八
月
西
海
沙
漫
の

浪
を
超
え
入
宋
す
。

時
に
大
宋
孝
宗
皇
帝
淳
煕
十
六

年
な
り
。

…
中
略
…

紹
煕
二
年
春
二
月
日
本
に
帰
り
、

こ
う
し
て
対
比
さ
せ
る
と
、
記
載
事
項
は
違
う
こ
と
な
く
ト
レ
ー
ス

さ
れ
て
お
り
、
和
暦
も
補
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
了
吟
が

文
治
第
五
（
一
一
八
九
）（
己
酉
）
の
春
、
叡
山
よ
り
か
へ
り

て
同
年
秋
八
月
渡
宋
す
と
い
ひ
、

あ
る
い
は
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）（
庚
戌
禅
師
二
十
九
歳
）

台
嶽
よ
り
故
郷
に
か
へ
る
と
い
ふ
伝
説
い
ま
だ
つ
ま
び
ら
か
な

ら
ず
。（
※
西
暦
は
補
っ
た
）

と
い
っ
て
お
り
、
先
の
叡
山
か
ら
帰
っ
て
渡
宋
す
る
年
時
と
道
光
の

伝
に
あ
る
叡
山
よ
り
九
州
に
帰
る
年
時
が
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
な
ど
、
著
者
了
吟
も
、「
ど
れ
が
正
し
い
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
両
説
あ
げ
て
お
く
」
と
言
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
、
主
観
で
取
捨
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま

り
、『
絵
詞
伝
』
の
す
べ
て
が
お
か
し
い
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
大

変
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
当
時
の
文

献
に
は
残
っ
て
い
な
い
言
い
伝
え
も
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
大
変
貴
重
な
言
い
伝
え
が
初
め
て
文
字

と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
が
今
回

の
報
告
で
は
、
彼
岸
原
、
中
屋
寿
命
、
英
彦
山
智
室
谷
宝
生
院
、
英

彦
山
上
宮
な
ど
の
伝
説
で
あ
る
。

〈
昭
和
か
ら
平
成
に
刊
行
さ
れ
た
文
献
〉

　

そ
し
て
最
後
に
こ
こ
に
す
ら
残
さ
れ
ず
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝

説
で
、
今
回
の
報
告
で
は
、
菩
提
寺
跡
、
井
桁
の
柿
、
英
彦
山
金
石
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地
蔵
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
は
昭
和
期
に
刊
行
さ
れ
た

文
献
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
も

当
時
ま
で
に
伝
わ
っ
て
い
た
伝
説
を
記
し
た
と
い
う
点
で
貴
重
な
も

の
と
い
え
よ
う
。
今
回
参
照
し
た
も
の
を
整
理
す
る
と
、

・
青
柳
英
珊
『
鎮
西
上
人
』（
昭
和
七
年
、
教
学
週
報
社
）

・
花
田
玄
道
『
英
彦
山
に
お
け
る
鎮
西
上
人
御
霊
跡
―
巡
拝
の

栞
』（
昭
和
五
四
年
、
鎮
西
上
人
奉
讃
会
）

・
花
田
玄
道
『
鎮
西
上
人
』（
昭
和
六
二
年
、
大
本
山
善
導
寺
）

・
浄
土
宗
青
年
会
福
岡
支
部
『
鎮
西
聖
光
上
人
霊
跡
巡
拝
の
栞

（
九
州
編
）』（
平
成
元
年
）

・
藤
堂
俊
章
『
聖
光
上
人
―
そ
の
生
涯
と
教
え
―
』（
平
成
四
年
、

大
本
山
善
導
寺
）

・
花
田
玄
道
『
鎮
西
教
学
成
立
の
歴
史
的
背
景
』（
平
成
八
年
、

大
本
山
善
導
寺
）

な
ど
で
あ
る
。
先
の
報
告
に
あ
っ
た
英
彦
山
ま
で
の
道
程
で
聖
光
上

人
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
地
名
に
つ
い
て
は
、
花
田
玄
道
『
鎮
西
上

人
』
に
あ
る

日
参
の
道
程
二
十
六
粁
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、

（
明
星
寺
―
天
道
―
寿
命
―
中
矢
―
碓
井
―
山
田
―
峠
越
え
―

添
田
―
英
彦
山
）�

（『
鎮
西
上
人
』、
一
三
八
頁
）

と
、『
鎮
西
教
学
成
立
の
歴
史
的
背
景
』
の

日
参
し
た
道
順
が
郷
土
史
に
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
。

（
参
考
）
聖
光
、
日
参
の
道
順
。

大
日
寺
（
明
星
寺
）
→
寿
命
→
確
井
→
山
田
→
峠
→
添
田
→
英

彦
山

�

（『
鎮
西
教
学
成
立
の
歴
史
的
背
景
』、
九
九
頁
）

の
記
載
を
参
照
し
た
。
こ
の
記
載
の
出
典
は
未
だ
確
認
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
他
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
記
録

さ
れ
た
状
況
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
古
き
を
知
る
貴

重
な
記
録
と
い
え
る
。

【
お
わ
り
に
】

　

以
上
、
現
在
に
伝
わ
る
伝
説
と
、
そ
の
地
の
現
状
、
そ
し
て
そ
の

基
と
な
る
文
献
資
料
に
つ
い
て
、
今
回
は
聖
光
上
人
の
初
期
の
遺
跡

を
中
心
に
調
査
報
告
を
行
っ
た
。
今
回
の
報
告
を
経
て
、
こ
う
し
た

そ
の
時
々
の
状
況
の
記
録
、
そ
の
当
時
ま
で
に
の
こ
る
文
献
の
記
載

な
ど
、
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
後
世
に
と
っ
て
、
こ

と
の
ほ
か
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
至
っ
た
。
現

在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
伝
説
や
史
蹟
、
現
在
で
も
文
献
に
見
え
な
い

言
い
伝
え
を
初
め
て
記
し
、
令
和
の
時
代
の
状
況
を
可
能
な
限
り
記
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録
し
た
こ
の
度
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』
は
今
後

の
大
き
な
指
針
に
な
る
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
付
記
）『
遺
跡
参
拝
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』
の

作
成
に
際
し
、
全
国
浄
土
宗
青
年
会
の
活
動
と
し
て
ご
支
援
下
さ
っ

た
浄
土
宗
宗
務
庁
様
、
大
本
山
善
導
寺
法
主
阿
川
文
正
台
下
、
各
調

査
に
ご
協
力
下
さ
っ
た
御
遺
跡
各
寺
院
有
縁
の
方
々
、
そ
し
て
購
入

本
書
を
購
入
下
っ
た
方
々
に
、
記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　　
（
1
）
井
桁
印
柿
の
写
真
提
供
、
調
査
に
お
い
て
は
、
寶
伝
寺
・
瀬
戸
口
眞

英
上
人
よ
り
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
心
よ
り
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。

（
2
）
現
在
で
は
入
手
困
難
な
本
書
を
永
江
憲
昭
様
よ
り
提
供
を
受
け
た
。

記
し
て
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
3
）『
豊
前
国
英
彦
山
』（
海
鳥
社
、
二
〇
一
六
）
所
収
の
も
の
を
参
照
し

た
。

（
4
）『
浄
土
宗
全
書
』
一
七
・
三
八
〇
上
～
三
八
三
下
。

（
5
）『
円
光
大
師
行
状
画
図
翼
賛
』（『
浄
土
宗
全
書
』
一
六
・
六
五
九
上

～
六
六
二
下
）

　

『
筑
後
善
道
寺
志
』「
開
山
国
師
伝
歴
」（『
浄
土
宗
全
書
』
二
〇
・
四
四

〇
下
～
四
四
一
下
）

　

『
浄
土
宗
史
』（『
浄
土
宗
全
書
』
二
〇
・
五
〇
一
下
～
五
〇
二
下
）

順
阿
『
大
紹
正
宗
国
師
伝
略
』（
一
一
オ
～
一
四
ウ
）

伝
・
聖
護
房
『
鎮
西
略
要
伝
』（『
源
智
弁
長
良
忠
三
上
人
研
究
』
四
一

五
）

（
6
）
な
お
、
❶
の
一
部
や
❷
の
舞
台
で
あ
る
英
彦
山
や
中
屋
・
寿
命
は
飯

塚
で
は
な
い
が
、
明
星
寺
か
ら
始
ま
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
加

え
、
前
掲
の
各
種
聖
光
上
人
伝
に
は
彦
山
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
本
発
表
で
は
関
連
事
項
と
し
て
一
緒
に
扱
っ
た
。

（
7
）
①
～
⑥
は
一
巻
七
オ
～
九
ウ
／
⑦
は
四
巻
一
八
オ

（
8
）
享
保
十
四
年
に
霊
元
法
皇
の
院
宣
に
よ
り
「
英
彦
山
」
と
表
記
が
改

め
ら
れ
た
。

（
9
）
資
料
に
よ
り
古
賀
江
右
京
、
吉
賀
右
京
と
表
記
の
ブ
レ
が
あ
る
が
、

葦
谷
右
京
は
確
認
で
き
ず
。

（
10
）「
将
軍
藤
原
頼
経
家
政
所
下
文
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
九
・
№
六
二
三

七
）

（
11
）
な
お
、
矢
を
射
た
の
が
吉
賀
江
右
京
で
は
な
く
道
筋
の
若
者
で
あ
っ

た
り
、

・
矢
が
上
人
の
後
ろ
で
落
ち
た
（
中
屋
）
／
後
に
上
人
が
「
寿
命
が
延

び
た
」
と
言
っ
た
（
寿
命
）

・
矢
が
袖
に
あ
た
っ
た　
（
中
屋
）
／
そ
の
矢
を
持
っ
て
上
人
が
立
っ

て
い
た
地
（
寿
命
）

・
聖
光
上
人
が
白
衣
で
（
※
黒
衣
を
着
ず
に
）
日
参
し
て
い
た

等
、
伝
承
の
ブ
レ
も
『
穂
波
町
』
を
は
じ
め
複
数
資
料
で
確
認
で
き

た
。

（
12
）
日
下
部
匡
信
上
人
提
供
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（
13
）
金
石
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
る
脇
に
、
由
来
を
記
し
た
石
碑
が
苔
む
し

た
状
態
で
倒
れ
て
い
た
。

　
　
　

金
石
地
蔵
尊
之
由
来

　

当
金
石
地
蔵
尊
は
開
眼
の
時
代
不
詳
な
れ
ど
も
往
昔
よ
り
此
の
岩
窟
に

安
置
し
て
慈
光
普
く
帰
向
の
香
煙
絶
え
ざ
り
き　

然
る
に
明
治
初
年
廃

仏
毀
釈
後
賽
者
影
を
絶
ち
荊
棘
の
中
に
在
り　

持
信
の
者
密
に
他
所
に

奉
遷
せ
る
を
八
尋
藤
吉
資
を
出
し
自
邸
に
迎
へ
て
信
奉
せ
し
が
霊
感
を

蒙
り
同
志
と
謀
り
て
此
の
岩
窟
に
還
元
安
置
し
奉
る
と
云
爾

　
　
　
　
　

昭
和
九
年
八
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
施
主　

当
山　
　

八　

尋　

藤　

吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
話
人　

猪
膝　
　

中
村
武
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
山　
　

手
島
募

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

緒
方
重
孝

（
14
）
な
お
、
刊
記
の
ほ
か
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
了
吟
後
序
、
天

明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
尊
峯
序
、
愍
海
跋
が
つ
い
て
お
り
、
刊
記
の

方
が
古
い
た
め
、
成
立
時
期
は
諸
本
の
整
理
を
経
て
改
め
て
論
じ
た
い
。
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本
パ
ネ
ル
は
仏
教
に
お
け
る
「
し
あ
わ
せ
」
と
は
何
か
を
四
つ
の

視
点
か
ら
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
浄
土
教
に
お
け
る
「
し
あ
わ

せ
」
の
概
念
を
経
典
の
分
析
か
ら
と
り
あ
げ
て
、
現
代
の
浄
土
宗
教

師
が
「
し
あ
わ
せ
」
と
ど
う
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
察
す

る
。
そ
れ
か
ら
釈
尊
の
こ
と
ば
に
お
い
て
「
し
あ
わ
せ
」
に
該
当
す

る
概
念
、
ま
た
そ
れ
を
説
く
経
文
を
紹
介
し
、
経
典
に
お
け
る
「
し

あ
わ
せ
」
の
事
例
を
検
討
す
る
。
次
に
実
演
を
通
じ
て
伝
道
の
場
に

お
い
て
「
し
あ
わ
せ
」
を
伝
え
る
具
体
例
を
紹
介
す
る
。
最
後
に

W
ell-being

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
が
説

く
「
し
あ
わ
せ
」
の
あ
り
方
の
一
端
を
考
察
す
る
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
に
お
い
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
「
し
あ
わ
せ
」
の
考
察
を

通
じ
て
、
仏
教
的
な
「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
共
に
考
え
る
こ
と
を

目
指
し
た
。
以
下
、
各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
表
概
要
を
提
示
す
る
。

齊
藤
舜
健　
「
浄
土
教
に
お
け
る
「
し
あ
わ
せ
」」

「
し
あ
わ
せ
」
と
は
：
所
求
に
つ
い
て

　

世
の
中
に
は
様
々
な
幸
福
論
が
あ
り
、
ま
た
幸
福
を
測
る
多
く
の

指
標
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
し
あ
わ
せ
」
の
判
定
が
個
々
人
の
主
観
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
る
証
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
個
人
の
し
あ
わ
せ
は
、

「
ふ
し
あ
わ
せ
」
を
厭
う
心
情
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
浄
土

宗
の
信
仰
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
界
で
の
ふ
し
あ
わ
せ
を
厭
い
、
求

め
る
べ
き
こ
と
（
所
求
）
と
し
て
「
極
楽
へ
の
往
生
」
を
あ
げ
て
い

る
。

　

そ
れ
で
は
極
楽
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。

極
楽
は
梵
語
でsukhāvatī

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
語
は
「
楽
（
幸
）

あ
る
と
こ
ろ
」
を
意
味
し
、
ア
プ
テ
梵
英
辞
典
で
はH

appiness

やJoy

、Prosperity

、
ま
たW

ell-being

やW
elfare

な
ど
の
訳

語
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
極
楽
へ
の
往
生
を
目
指
す
の
が
浄
土

宗
の
信
仰
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
目
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
韋
提
希
は
釈
尊
に
こ
の
汚
れ
た
世
を
厭

い
、
悩
み
苦
し
み
が
な
い
世
界
を
説
き
示
し
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。

こ
れ
は
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

極
楽
を
目
指
す
の
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
が
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
清
ら
か
で
憂
い
や
悩
み
が
な
い
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
の

「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
考
え
る
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往
生
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

娑
婆
世
界
と
極
楽
世
界

　

厭
う
べ
き
娑
婆
世
界
に
つ
い
て
は
浄
土
三
部
経
や
法
語
の
中
に
さ

ま
ざ
ま
な
言
及
が
み
ら
れ
る
。『
無
量
寿
経
』
で
は
下
巻
の
い
わ
ゆ

る
五
悪
段
に
お
い
て
、
こ
の
娑
婆
の
世
界
の
悲
惨
な
あ
り
さ
ま
が
説

か
れ
る
。『
阿
弥
陀
経
』
で
も
こ
の
娑
婆
の
世
界
に
は
五
濁
と
い
う

汚
れ
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
法
然
は
『
要
義
問
答
』

に
お
い
て
「
厭
う
べ
き
は
六
道
生
死
の
境
、
欣
う
べ
き
は
浄
土
菩
提

な
り
」（
聖
典
四
・
三
七
六
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
は
浄
土
経
典
の
み
な
ら
ず
、
釈
尊
の
出
家
の
因

縁
譚
と
さ
れ
る
四
門
出
遊
に
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
因

縁
譚
は
『
無
量
寿
経
』
に
も
「
老
病
死
を
見
て
、
世
の
非
常
を
悟
り
、

国
と
財
と
位
と
を
棄
て
て
、
山
に
入
り
て
道
を
学
す
」（
聖
典
一
・

二
一
四
）
と
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
娑
婆
の
世
に
は
苦
し
み
が
あ
ふ

れ
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
の
出
家
の
契
機
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
経
典
で
の
極
楽
浄
土
の
描
写
は
対
照
的
で
あ
る
。『
無
量

寿
経
』
で
は
第
三
十
九
願
に
お
い
て
「
国
中
の
人
天
、
受
く
る
所
の

快
楽
、
漏
尽
比
丘
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
」（
聖

典
一
・
二
三
一
）
と
説
か
れ
、
ま
た
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
衆
も
ろ

の
苦
あ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
諸
も
ろ
の
楽
の
み
を
受
く
、
故
に
極
楽

と
名
づ
く
」（
同
三
一
六
）
と
あ
り
、
極
楽
が
楽
の
み
を
受
け
る
場

所
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て

は
、
極
楽
に
往
生
し
た
も
の
が
一
生
補
処
の
境
地
に
至
る
と
説
か
れ

る
。
こ
れ
は
極
楽
に
生
ま
れ
る
と
、
仏
と
な
る
こ
と
が
確
定
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
目
的
は
、
仏
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
仏

と
は
苦
を
超
克
し
た
存
在
で
あ
る
。
極
楽
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

究
極
の
幸
せ
の
地
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
往
生
は
究
極
の
幸
せ
の
達
成

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
鑑
み
る
に
、
厭
う
べ
き
娑
婆
世
界
に
生
き
る
我
々
に
は

現
世
に
お
い
て
真
の
し
あ
わ
せ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
究

極
の
幸
せ
は
死
後
に
得
ら
れ
る
往
生
で
あ
り
、
今
生
で
は
往
生
を
確

信
し
て
生
き
る
中
で
、
し
あ
わ
せ
と
い
う
価
値
を
見
出
さ
せ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

井
野
周
隆　
「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
の
法
話
実
例

は
じ
め
に

　

布
教
の
現
場
に
お
い
て
、
世
俗
的
な
幸
せ
の
条
件
と
し
て
「
身
」

（
健
康
）、「
命
」（
長
寿
）、「
財
」（
財
産
）の
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
苦
し
み
に
満
ち
満
ち
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た
娑
婆
世
界
で
の
一
時
的
な
幸
せ
で
あ
り
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の

成
果
報
告
書
に
お
け
る
言
葉
を
借
り
て
言
う
と
、「
幸
せ
と
不
幸
が

移
ろ
い
ゆ
く
生
活
の
中
で
の
儚
い
幸
せ�

」
と
い
え
よ
う
。

　

河
合
隼
雄
氏
は
幸
福
の
条
件
と
し
て
「
将
来
に
対
し
て
希
望
が
も

て
る
」、「
自
分
を
超
え
る
存
在
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
支

え
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
二
点
を
あ
げ
て

い
る
（『
河
合
隼
雄
の
幸
福
論
』）。
こ
れ
は
開
宗
八
五
〇
年
の
キ
ャ

ッ
チ
コ
ピ
ー
で
あ
る
「
お
念
佛
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
」
に
も
通
じ
る

も
の
が
あ
る
。
念
仏
信
仰
を
持
つ
我
々
に
と
っ
て
、
将
来
の
希
望
と

は
極
楽
往
生
で
あ
り
、
自
分
を
超
え
る
存
在
と
は
、
阿
弥
陀
仏
や
先

祖
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
俗
に
は
な
い
幸
せ
の
価
値
観
の
提
示

に
こ
そ
宗
教
の
意
義
が
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
俱
会
一
処
の
教

え
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
観
点
か
ら
法
話
を
提
示
し

た
い
。

法
話
実
例（
設
定
：
七
回
忌/

男
性/

享
年
80
歳
）

　

た
だ
い
ま
、
七
回
忌
法
要
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
月
日
の
経
過
は

早
い
も
の
で
、
故
人
が
極
楽
浄
土
に
往
生
し
丸
六
年
が
経
ち
ま
し
た
。

本
日
は
、
ご
参
列
の
皆
様
が
大
き
な
声
で
お
念
仏
を
お
捧
げ
い
た
だ

き
誠
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
故
人
も
、
究
極
の
幸
せ
の
世
界
で

あ
る
極
楽
浄
土
か
ら
私
た
ち
の
様
子
を
ご
覧
に
な
っ
て
喜
ん
で
お
ら

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

皆
様
は
「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」
と
い
う
話
を
ご
存
知
で
す
か
。

一
人
の
少
女
が
雪
の
降
る
大
晦
日
の
晩
に
、
父
親
か
ら
マ
ッ
チ
を
売

る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
す
。
少
女
は
、
寒
さ
に
凍
え
な
が
ら
、
マ
ッ

チ
を
売
り
に
行
く
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
一
向
に
売
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
中
、
寒
さ
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
少
女
は
マ
ッ
チ
を
す
っ

て
、
そ
の
温
も
り
で
寒
さ
か
ら
身
を
護
り
ま
す
。
そ
の
時
、
マ
ッ
チ

の
灯
り
と
と
も
に
生
前
、
こ
の
少
女
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
今
は
亡

き
祖
母
が
現
れ
ま
す
。
結
局
、
こ
の
少
女
は
祖
母
の
胸
に
抱
か
れ
天

国
へ
召
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
翌
朝
、
冷
た
く
な
っ
て
い
る
少
女

を
見
て
、
町
の
人
達
は
「
か
わ
い
そ
う
に
」
と
不
憫
に
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
話
は
、
そ
の
少
女
の
口
元
に
幸
せ
そ
う
な
笑
み
が
浮

か
ん
で
い
た
、
と
結
ば
れ
ま
す
。
傍
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
少
女
の
最

期
は
一
人
寂
し
く
、
不
幸
な
死
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
少
女
は
な
ぜ
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
命
尽
き
た
後
に
往
く
世
界
が
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
大
好
き
な
祖
母
の
待
つ
天
国
に
往
く

と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
時
の
状
況
や
死
後
の
往
き
先
は
違
え
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ど
も
、
本
日
、
七
回
忌
の
故
人
に
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま
す
。
生
前
、

お
念
仏
を
称
え
て
い
た
故
人
は
命
終
わ
る
時
、
間
違
い
な
く
阿
弥
陀

様
の
胸
に
抱
か
れ
、
先
立
た
れ
た
奥
様
の
待
つ
極
楽
浄
土
へ
と
旅
だ

っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
は
、
奥
様
と
共
に
極
楽
浄
土
か
ら

私
た
ち
の
こ
と
を
見
守
り
、
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
皆
様
に
大
本
山
百
萬
遍
知
恩
寺
前
法
主
の
服
部
台
下
の
会

葬
礼
状
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
台
下
は
（（
歳
で
ご
遷
化
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
（6
年
前
に
体
調
を
崩
さ
れ
て
、
自
分
の
最
期
を
見
据
え
、

予
め
、
葬
儀
で
の
会
葬
礼
状
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
礼
状

で
台
下
は
、「
私
は
一
人
の
布
教
師
と
し
て
人
々
に
「
生
き
る
喜
び
」

を
語
り
か
け
る
と
共
に
、
近
年
は
「
死
の
楽
し
み
」
を
話
し
て
参
り

ま
し
た
。
死
と
は
決
し
て
暗
闇
の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
行
く
も
の
で

は
な
く
て
、
明
る
く
光
り
輝
く
世
界
へ
誕
生
さ
せ
て
頂
く
こ
と
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
私
の
父
母
を
は
じ
め
先
に
亡
く
な
ら
れ
た
多

く
の
知
人
・
友
人
が
待
っ
て
く
れ
て
お
り
、
再
開
を
喜
び
合
う
世
界

で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
台
下
は
一

布
教
師
と
し
て
「
生
き
る
喜
び
」
を
檀
信
徒
に
語
り
か
け
、
晩
年
は

「
死
の
楽
し
み
」
を
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
死
後
に
往
く
極

楽
浄
土
が
、
先
立
っ
た
方
々
と
再
会
で
き
る
幸
せ
な
世
界
で
あ
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
お
念
仏
を
信
仰
す
る
私
た
ち
に
は
、
極
楽
浄
土
と
い

う
将
来
の
希
望
に
向
か
い
、
ま
た
故
人
と
再
会
す
る
「
死
の
楽
し

み
」
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
将
来
の
希
望
に
向
か
っ
て
、
今
を
生
き

る
こ
と
が
、
こ
の
苦
し
み
に
満
ち
溢
れ
た
現
世
に
お
け
る
「
生
き
る

喜
び
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

最
後
に
、
あ
る
小
学
校
の
卒
業
式
で
の
逸
話
を
紹
介
し
ま
す
。
卒

業
式
後
の
学
級
会
で
、
担
任
の
先
生
が
「
最
後
の
宿
題
を
出
し
ま

す
」
と
言
い
ま
し
た
。
卒
業
生
た
ち
は
「
卒
業
を
し
た
の
に
、
ま
だ

宿
題
が
出
る
の
か
」
と
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
先
生
は
、
教
室
内
が
静

ま
る
の
を
し
ば
ら
く
待
っ
て
、
思
い
も
よ
ら
な
い
宿
題
を
出
さ
れ
た

の
で
す
。
先
生
は
一
言
、「
幸
せ
に
な
り
な
さ
い
、
幸
せ
に
な
り
な

さ
い
、
そ
れ
が
最
後
の
宿
題
で
す
。
提
出
期
限
は
生
き
て
い
る
間
で

す
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
卒
業
生
た
ち
は
、
そ
れ
以

来
、
こ
の
宿
題
が
自
分
の
生
き
る
力
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
先

生
が
卒
業
生
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
に
お
ら
れ

る
阿
弥
陀
様
や
ご
先
祖
様
も
皆
様
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

幸
せ
と
は
、
如
何
な
る
幸
せ
か
。
そ
れ
は
将
来
の
極
楽
往
生
と
い
う

希
望
で
あ
り
、
現
世
で
の
阿
弥
陀
様
や
ご
先
祖
様
か
ら
見
守
ら
れ
て

い
る
と
い
う
安
心
感
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
故
人
か
ら
皆
様
へ
の
人

生
の
宿
題
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
で
す
。
幸
せ
の
第
一
歩
は
、

こ
の
お
念
仏
を
お
称
え
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
本
日
の
七
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回
忌
法
要
を
ご
縁
に
、
よ
り
一
層
お
念
仏
の
信
心
を
お
育
て
頂
き
ま

す
こ
と
を
お
願
い
し
て
、
本
日
の
年
忌
法
要
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

石
田
一
裕
釈
尊
の
こ
と
ば
か
ら
み
る
「
し
あ
わ
せ
」

聖
語
研
究
班
の
研
究
成
果

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所
「
釈
尊
聖
語
の
広
報
・
布
教
用
現
代
語
訳
研

究
」（
以
下
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
は
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
や
マ
ッ
ジ

マ
ニ
カ
ー
ヤ
の
『
聖
求
経
』
の
翻
訳
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
の
作
成
や
解
説
、
さ
ら
に
三
部
経
や
法
語
と
の
関
連
を
示
し
、

布
教
教
化
の
一
助
と
な
る
資
料
作
成
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
年
度
か

ら
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
を
対
象
と
し
て
こ
の
作
業
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
。
本
発
表
で
は
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
見
え
た
釈
尊
の

言
葉
に
お
け
る
「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
「
し
あ
わ
せ
」
と
い
う
訳
語
に
相
応
し
い
原
語
に
つ
い
て
は
議
論

の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
広
く
普
及
し
て
い
る
中
村
元
訳
の

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』（『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
言
葉
』）
や
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』（『
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
』）
に
お
い
て
「
幸
せ
」
と
い
う
訳
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
偈
文
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
言
葉
』
で
は
第
２
３
偈
に
「（
道
に
）
思
い
を

こ
ら
し
、
堪
え
忍
ぶ
こ
と
つ
よ
く
、
つ
ね
に
健
く
奮
励
す
る
、
思
慮

あ
る
人
々
は
、
安
ら
ぎ
に
達
す
る
。
こ
れ
は
無
上
の
幸
せ
（yoga-

kkhem
am

 4

anuttaram

4

）
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、
ま
た
同
１
３
２

偈
に
「
生
き
と
し
生
け
る
者
は
幸
せ
（sukha

）
を
も
と
め
て
い
る
。

も
し
も
暴
力
に
よ
っ
て
生
き
も
の
を
害
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は

自
分
の
幸
せ
（sukha

）
を
も
と
め
て
い
る
が
、
死
後
に
は
幸
せ

（sukha

）
が
得
ら
れ
る
。」
と
あ
る
。

　
『
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
』
で
は
第
３
２
偈
に
お
い
て
「
幸
せ
な
人

（sugata

）」、
同
１
１
５
偈
で
は
「
幸
せ
な
世
界
を
体
験
す
る

（lokam
�4 bhajatesivan

）」、
さ
ら
に
同
２
５
８
偈
に
は
「
幸
福

（m
an

4galāni

）」
や
「
幸
せ
（sotthāna

）」
な
ど
の
用
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

　

上
記
の
用
例
は
漢
訳
で
あ
れ
ば
「
楽
」「
善
逝
」「
吉
祥
」「
安
穏
」

「
福
」
な
ど
と
さ
れ
る
も
の
が
「
し
あ
わ
せ
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
心
に
憂
い
が
な
い
状
態
、
心
身
の
安
ら

か
な
状
態
、
幸
運
に
恵
ま
れ
る
こ
と
な
ど
が
、
し
あ
わ
せ
と
共
通
す

る
も
の
と
指
摘
で
き
よ
う
。

仏
道
実
践
と
し
あ
わ
せ

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
言
葉
だ
け
を
理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
実
践
し
自
ら
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。『
テ
ー
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リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』（
中
村
元
訳
『
仏
弟
子
の
告
白
』）
に
は
ブ
ッ
ダ
の

言
葉
の
受
け
手
で
あ
る
弟
子
た
ち
が
感
じ
た
し
あ
わ
せ
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
（
舎
利
弗
）
と
ア
ン
グ
リ

マ
ー
ラ
の
二
人
の
言
葉
を
紹
介
し
よ
う
。

　

サ
ー
リ
プ
ッ
タ
は
「
わ
た
し
は
、
師
（
ブ
ッ
ダ
）
に
仕
え
ま
し
た
。

ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
実
行
し
ま
し
た
。
重
い
荷
を
お
ろ
し
ま
し
た
。
迷

い
の
生
存
に
み
ち
び
く
も
の
を
根
だ
や
し
に
し
ま
し
た
」「
怠
る
こ

と
な
く
、
つ
と
め
励
め
よ
。
こ
れ
が
、
私
の
教
え
さ
と
し
で
あ
る
。

さ
あ
、
わ
た
し
は
、
円
か
な
安
ら
ぎ
に
入
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
あ
ら

ゆ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
解
脱
し
て
い
る
」（『
仏
弟
子
の
告
白
』
第

１
０
１
６
偈
、
１
０
１
７
偈
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ブ
ッ
ダ

の
教
え
を
実
行
す
る
こ
と
で
、
人
生
の
重
荷
を
下
ろ
し
、
完
全
な
る

安
ら
ぎ
を
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
「
わ
た
し
は
幸
せ
に
臥
し
、
幸
せ
に
立
ち
、

幸
せ
に
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
悪
魔
の
縄
に
か
か
る
こ
と
も
な
い
。

あ
あ
、
わ
た
し
は
師
の
慈
し
み
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
同
８

８
８
偈
）
と
い
い
、
や
は
り
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
実
践
に
よ
っ
て
日
々

の
暮
ら
し
が
幸
せ
に
満
ち
、
師
の
慈
し
み
を
蒙
る
実
感
を
得
て
い
る
。

『
仏
弟
子
の
告
白
』
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
修
行
が

進
ん
だ
弟
子
た
ち
に
共
有
さ
れ
る
経
験
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
用
例
は
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
は
実
践
す
る
人
々
を
覚
り
に

導
き
、
そ
の
境
地
に
い
た
っ
た
者
に
は
慈
し
み
が
実
感
さ
れ
た
こ
と

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
仏
教
的
な
一
つ
の
し

あ
わ
せ
の
あ
り
方
と
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
岡
達
雄W

ell-being

と
し
て
の
「
し
あ
わ
せ
」

W
ell-being

とSD
Gs

　

W
ell-being

と
い
う
語
は
１
９
４
６
年
の
世
界
保
健
機
関

（W
H
O

）
憲
章
に
お
い
て
健
康
の
定
義
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
幸
福
と
同
義
で
は
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
語
は
２
０
１
５
年
に
採
択
さ
れ
たSD

Gs

（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）
に
お
い
て
、
第
三
番
目
の
ゴ
ー
ル

（GoodH
ealthandW

ell-Being

）
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
ゴ
ー
ル
の
内
容
は
「
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
全
て
の
人
々
の
健
康
的
な

生
活
を
確
保
し
、
福
祉
を
促
進
す
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
福

祉
に
相
当
す
る
の
がW

ell-being

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
満
た
さ
れ

た
状
態
」
あ
る
い
は
「
良
い
状
態
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
お
り
、

一
般
的
に
福
祉
と
訳
さ
れ
る
「W

elfare

」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
前
者
は
個
々
人
の
状
態
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
後
者
は
し
あ

わ
せ
を
も
た
ら
す
方
法
論
的
な
言
葉
と
言
え
る
。
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な
ぜ
今W

ell-Being

な
の
か

　

W
ell-Being

はSD
Gs

に
採
用
さ
れ
、
ま
たO

ECD

（
経
済
開

発
機
構
）
な
ど
で
も
注
目
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
語
が

好
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
五
つ
の
観
点
が
考

え
ら
れ
る
。

①
多
様
性
を
認
め
る
社
会
を
目
指
し
て
い
る

　

人
種
や
宗
教
、
あ
る
い
は
価
値
観
な
ど
多
様
な
人
々
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
お
互
い
が
能
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

②
少
子
化
社
会
に
向
か
っ
て
働
く
人
の
確
保

　
「
男
女
平
等
参
画
」
の
実
現
や
「
病
気
治
療
と
仕
事
の
両
立
」

「
育
児
と
仕
事
の
両
立
」
な
ど
は
少
子
化
社
会
に
お
け
る
労
働
力

の
確
保
に
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
働
き
手
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

③SD
Gs

と
の
関
連

　

２
０
３
０
年
を
期
限
と
す
るSD

Gs

の
第
三
の
目
標
に
「
す
べ

て
の
人
に
健
康
と
幸
福
を
」
が
掲
げ
ら
れ
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

が
実
現
す
べ
き
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

④
働
き
方
改
革
が
急
務
に
な
っ
た

　

日
本
の
労
働
環
境
が
先
進
国
標
準
か
ら
後
れ
を
取
っ
て
い
た
が
、

コ
ロ
ナ
下
に
お
い
て
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
な
ど
が
採
用
さ
れ
労
働
ス

タ
イ
ル
が
大
き
く
変
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
様
で
柔
軟
な
働

き
方
が
認
識
さ
れ
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

⑤
政
府
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
経
済
財
政
政
策
）

　

経
済
財
政
政
策
の
中
の
「
共
助
社
会
づ
く
り
の
推
進
策
」
の
一

つ
に
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
が
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
と
し
て

（
１
）
満
足
度
・
生
活
の
質
に
関
す
る
調
査
、（
２
）
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
下
に
お
け
る
生
活
意
識
。
行
動
の
変
化

に
関
す
る
調
査
、（
３
）W

ell-being

に
関
す
る
関
係
省
庁
の
連

携
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
国
民
の
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
を
多
用
な
観
点
か
ら
把
握
し
、
コ
ロ
ナ
下
に
お
け
る
ウ
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ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
生
活
満
足
度
）
の
変
化
を
探
り
、
関
係
省
庁

が
協
力
し
て
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
関
す
る
取
り
組
み
を
促
進
し

て
い
る
。

　

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
は
個
々
人
の
充
足
し
た
状
態
を
さ
す
も
の
と

理
解
で
き
る
が
、
日
本
で
は
共
助
社
会
の
指
標
と
し
て
満
足
度
や
生

活
の
質
を
示
す
指
標
群
と
し
て
、
マ
ク
ロ
的
に
取
り
扱
お
う
と
い
う

姿
勢
が
見
え
る
。
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昭
和
初
期
の
浄
土
宗
青
年
会
運
動
に
つ
い
て

　
　
―
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
を
中
心
と
し
て
―　

赤　

坂　

明　

翔

は
じ
め
に

　

全
国
浄
土
宗
青
年
会
（
以
下
、
全
浄
青
）
は
令
和
二
年
（
二
〇
二

〇
）
に
五
〇
周
年
を
迎
え
、
益
々
全
国
各
地
の
青
年
宗
侶
に
よ
る
活

躍
が
期
待
さ
れ
る
な
か
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
戦
前
の
浄
土
宗
青
年
会
に
焦
点
を
当
て
、
別
角
度
か
ら
浄
青
の
歴

史
を
振
り
返
っ
て
い
き
た
い
。

一
、
浄
土
宗
青
年
会
の
様
相

　

現
在
の
仏
教
青
年
会
組
織
に
つ
い
て
渡
辺
章
悟
氏
は
①
大
学
仏
青
、

②
宗
派
仏
青
、
③
地
域
仏
青
の
三
種
類
に
区
分
し
て
お
り）

（
（

、
全
浄
青

が
②
宗
派
仏
青
（
既
成
教
団
の
青
年
僧
侶
に
よ
る
宗
派
の
仏
教
青
年

会
）
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
宗
派
仏
青

を
宗
侶
の
み
の
青
年
会
と
僧
俗
一
体
の
青
年
会
に
分
け
て
み
た
い
。

前
者
は
現
在
の
全
浄
青
に
当
て
は
ま
る
。
全
浄
青
は
昭
和
四
五
年

（
一
九
七
〇
）
に
浄
土
宗
開
宗
八
〇
〇
年
を
期
し
浄
土
宗
青
年
連
絡

協
議
会
と
し
て
結
成
、
同
四
九
年
に
全
国
浄
土
宗
青
年
会
と
改
称
さ

れ
た
。「
浄
土
宗
青
年
会
規
程
」（
宗
規
第
五
七
号
）
に
よ
れ
ば
、

「
浄
土
宗
青
年
僧
侶
及
び
寺
庭
の
青
年
を
会
員
と
し
て
組
織
」
さ
れ
、

寺
庭
と
あ
る
が
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
ほ
ぼ
宗
侶
の
み
の
会
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
後
者
は
今
回
取
り
上
げ
る
同
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
に
設

立
し
た
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
（
以
下
、
全
浄
聯
）
で
あ
る
。「
浄

土
宗
青
年
会
規
程
」（
教
令
第
一
五
号
）
に
「
寺
院
住
職
又
ハ
教
会

所
主
任
ハ
其
檀
信
徒
ヲ
シ
テ
青
年
会
ヲ
組
織
セ
シ
ム
べ
シ
」
と
あ
る

よ
う
に
、
僧
俗
一
体
の
青
年
会
で
構
成
さ
れ
る
。
両
者
は
ど
ち
ら
も

浄
土
宗
公
式
の
全
国
青
年
会
組
織
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
様
相

は
全
く
異
な
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
全
浄
聯
設

立
ま
で
の
流
れ
を
見
て
い
き
た
い
。
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二
、
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
設
立
ま
で
の
流
れ

　

浄
青
が
い
つ
頃
か
ら
結
成
さ
れ
始
め
た
の
か
特
定
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
の
浄
土
宗
青
年
団）

（
（

（
島
根

県
）
や
同
三
八
年
の
浄
土
宗
青
年
会）

（
（

（
東
京
都
）
が
比
較
的
早
い
時

期
に
発
足
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
明
治
後
期
か
ら
大
正
年

間
に
か
け
て
徐
々
に
宗
侶
有
志
や
僧
俗
一
体
の
青
年
会
が
設
立
さ
れ
、

昭
和
に
入
る
と
全
国
浄
土
宗
青
年
聯
盟
一
新
会）

（
（

と
浄
土
宗
青
年
聯
盟）

（
（

を
筆
頭
に
宗
侶
有
志
の
青
年
会
が
台
頭
し
て
く
る
。
一
新
会
は
東
京

本
部
、
大
阪
・
京
都
支
部
を
中
心
に
、
浄
土
宗
青
年
聯
盟
は
東
京
を

中
心
に
北
海
道
浄
土
宗
青
年
聯
盟
・
青
森
一
到
会
・
北
信
昭
和
会
・

静
岡
浄
土
宗
青
年
聯
盟
・
三
河
浄
土
宗
青
年
聯
盟
・
京
都
同
塵
会
・

全
九
州
浄
土
宗
青
年
聯
盟
等
と
足
並
み
を
揃
え
な
が
ら
種
々
活
動
を

お
こ
な
う
も
、
一
新
会
と
浄
土
宗
青
年
聯
盟
の
対
立
構
図
は
払
拭
さ

れ
ず
各
活
動
も
下
火
に
な
り）

（
（

、
つ
い
に
全
国
を
統
一
し
た
青
年
宗
侶

の
会
が
出
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
明
治
二
五
年
に

大
日
本
仏
教
青
年
会
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
全
日
本
仏
教
青

年
会
聯
盟
と
い
っ
た
宗
派
・
僧
俗
の
垣
根
を
超
え
た
全
国
の
仏
教
青

年
会
組
織
が
結
成
さ
れ
、
浄
土
宗
か
ら
も
渡
邊
海
旭
や
大
村
桂
巌
ら

が
積
極
的
に
参
画
し
て
い
た
。

　

浄
土
宗
に
お
い
て
僧
俗
一
体
の
青
年
会
運
動
が
組
織
的
に
展
開
し
、

全
浄
聯
設
立
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
七
年
四
月
に
華
頂

会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
法
然
上
人
降
誕
八
〇
〇
年
記
念
の
青
年
信
徒

大
会
で
あ
る
。
当
日
は
青
年
信
徒
約
千
百
人
が
参
加
し
、「
我
等
青

年
ハ
ヨ
キ
教
徒
タ
ル
コ
ト
ニ
依
リ
、
祖
国
ノ
ヨ
キ
国
民
タ
ル
コ
ト
ヲ

期
ス
」「
我
等
ハ
先
ヅ
爾
後
一
ヶ
年
ヲ
画
シ
全
国
青
年
教
徒
ノ
一
宗

的
組
織
ヲ
期
ス
」
等
が
決
議
さ
れ
、
浄
土
宗
青
年
聯
盟
の
規
約
案
が

作
成
さ
れ
た）

（
（

。
こ
れ
に
よ
り
関
西
の
浄
土
宗
寺
院
（
住
職
と
檀
信

徒
）
を
中
心
に
青
年
会
の
設
立
が
増
加
し
て
い
き
、
そ
れ
ら
を
取
り

ま
と
め
る
形
で
滋
賀
・
京
都
・
奈
良
・
大
阪）

（
（

・
兵
庫
に
て
浄
土
宗
青

年
聯
盟
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
同
九
年
七
月
、
第
二
回
汎
太
平
洋

仏
教
青
年
大
会
の
浄
土
宗
関
係
者
慰
労
会
の
席
上
に
て
各
地
の
浄
青

の
報
告
が
終
わ
る
と
、
突
如
小
林
大
巌
が
浄
土
宗
仏
教
青
年
聯
盟
の

統
制
機
関
を
設
置
す
べ
し
と
の
提
議
を
し
て
満
場
一
致
で
可
決
し
た
。

翌
日
の
第
一
回
準
備
委
員
会
に
て
浄
土
宗
青
年
教
徒
聯
盟
と
命
名
さ

れ
、
準
備
事
務
所
を
明
照
会
館
に
置
く
こ
と
が
決
ま
り
、
一
寺
院
一

青
年
会
を
目
標
に
浄
青
運
動
拡
大
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

準
備
委
員
会
で
は
既
に
関
西
方
面
に
は
浄
土
宗
青
年
聯
盟
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
ま
ず
東
部
（
静
岡
以
東
）
の
青
年
教
徒
聯
盟
を
結
成
す
る

こ
と
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
同
年
一
二
月
、
伝
通
会
館
に
て
東
部
浄
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土
宗
青
年
教
徒
連
盟
が
発
会
し
た
。
こ
れ
で
東
西
統
一
の
浄
青
運
動

の
機
運
が
高
ま
り
、
同
一
〇
年
四
月
、
浄
土
宗
綜
合
教
化
大
会
第
二

日
目
の
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
結
成
大
会
（
於
華
頂
会
館
）
に
て
正

式
に
全
浄
聯
が
設
立
し
た
。
こ
の
時
の
本
部
役
員
は
（
総
裁
）
岩
井

智
海
、（
総
務
）
野
上
運
外
、（
理
事
長
）
中
村
辨
康
、（
理
事
）
大

村
桂
巌
・
野
村
在
定
・
杉
浦
演
順
・
島
野
禎
祥
・
鹽
竈
義
詮
・
細
井

照
道
・
稲
垣
真
我
・
長
谷
川
順
孝
・
小
林
義
道
、（
評
議
員
・
関
東

側
）
兼
岩
静
衛
・
三
木
正
平
・
岩
野
真
雄
・
浅
野
嘉
雄
・
堀
定
正
・

高
梨
宏
・
長
谷
川
良
信
・
黒
澤
覚
堂
・
大
橋
俊
孝
・
安
富
賢
亮
、

（
関
西
側
）
和
辻
覚
・
深
澤
霊
道
・
島
崎
熊
雄
・
野
島
宣
道
・
田
中

龍
定
・
三
品
吉
兵
衛
・
秦
隆
真
・
水
原
陽
一
郎
、（
主
事
）
栗
本
俊

道
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
浄
青
運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
関
西
聯
盟
か

ら
事
務
一
切
と
機
関
紙
『
青
年
浄
土）

（
（

』
の
発
行
を
全
浄
聯
の
本
部
事

務
所
（
明
照
会
館
内
）
が
引
き
継
ぎ
、
同
一
一
年
八
月
、
全
浄
聯
理

事
会
の
要
望
に
よ
り
宗
会
の
協
賛
を
得
て
浄
土
宗
務
所
よ
り
浄
土
宗

青
年
会
規
定
（
教
令
第
一
五
号
）・
浄
土
宗
青
年
会
規
定
施
行
細
則

（
教
令
第
一
六
号
）
が
発
布
さ
れ
た
。
全
浄
聯
は
浄
土
宗
統
制
下
に

置
か
れ
、
事
務
所
は
浄
土
宗
務
所
内
に
移
転
し
た
。
教
令
発
布
に
よ

り
「
青
年
会
ヲ
組
織
セ
シ
ム
べ
シ
」「
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
本
部

ハ
青
年
会
教
区
聯
盟
及
地
方
聯
盟
ノ
聯
絡
統
制
ニ
当
ル
」
と
の
指
令

が
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
来
の
自
然
発
生
的
な
浄
青
運
動
か
ら
一
宗

的
運
動
と
な
り
、
全
浄
聯
を
支
え
て
い
た
東
西
の
浄
土
宗
青
年
会
聯

盟
は
従
来
の
規
則
の
変
更
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
両
聯
盟
は
ほ
ど
な
く

解
体
、
地
方
聯
盟
と
し
て
西
部
は
同
一
二
年
五
月
に
近
畿
浄
土
宗
青

年
会
聯
盟
、
東
部
は
同
一
三
年
五
月
に
関
東
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
と

改
組
さ
れ
た
。

三
、
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
に
つ
い
て 　

　

全
浄
聯
は
「
一
寺
院
一
青
年
会
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、「
我
等
青
年

ハ
法
然
上
人
ノ
人
格
ヲ
景
仰
シ
、
念
仏
生
活
ヲ
体
験
ス
ル
コ
ト
ニ
依

リ
、
人
類
ノ
福
祉
ニ
貢
献
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
（
綱
領
）」
と
浄
青
の

使
命
を
定
め
て
い
る
。
青
年
と
は
青
年
宗
侶
と
い
う
よ
り
青
年
檀
信

徒
）
（1
（

の
方
が
そ
の
意
味
合
い
が
強
く
、
そ
こ
に
僧
俗
一
体
の
青
年
会
の

所
以
が
あ
る
。『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

要
は
青
年
の
為
め
の
会
と
い
ふ
こ
と
を
第
一
と
し
、
寺
院
の
勢　

力
と
か
、
住
職
の
名
誉
と
か
、
又
は
排
他
的
宗
我
心
に
陥
ら
ざ　

る
、
真
に
青
年
の
為
め
の
浄
青
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
注
意
し
て

指
導
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る）

（（
（

。

　

つ
ま
り
浄
青
は
宗
門
に
お
け
る
青
年
檀
信
徒
へ
の
教
化
・
信
仰
運
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動
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
浄
聯
は
使
命
遂
行
の
た
め
寺
院
（
類
似

組
織
を
含
む）

（1
（

）
の
住
職
と
檀
信
徒
の
青
年
会
、
教
区
内
の
青
年
会
と

の
連
携
を
図
る
教
区
聯
盟
、
さ
ら
に
教
区
聯
盟
を
統
括
す
る
地
方
聯

盟
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
（
図
１
）。
現
在
、
筆
者
が
確
認
出
来
た

割
を
持
つ
や
う
に
な
っ
て
ほ
し
い）

（1
（

。

と
の
言
葉
を
贈
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
神
奈
川
教
区
は
同
一
四
年
九

月
に
教
区
内
浄
青
一
七
団
体
を
以
て
神
奈
川
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
を

結
成
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
全
浄
聯
本
部
が
僧
俗
一
体
の
青
年

会
の
徹
底
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
全
浄
聯
の

組
織
の
特
徴
と
し
て
女
子
浄
土
宗
青
年
会
が
あ
る
。
西
部
浄
土
宗
青

年
会
聯
盟
の
肝
い
り
で
同
一
一
年
四
月
に
華
頂
会
館
に
て
浄
土
宗
女

子
青
年
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
関
西
及
び
東
京
の
既
設
浄
土
宗
婦
人

団
体
と
宗
門
女
学
校
生
徒
代
表
ら
約
八
百
名
が
集
ま
り
、
女
子
浄
青

聯
盟
結
成
の
件
が
議
決
さ
れ
、
そ
の
後
、
京
都
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟

女
子
部）

（1
（

を
筆
頭
に
各
地
で
女
子
青
年
会
が
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

次
に
浄
青
の
活
動
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
全
浄
聯
本
部
の
事

業
に
つ
い
て
施
行
細
則
に
「
一
、
青
年
会
運
動
ノ
指
導
、
振
作
、
助

成　

二
、
教
区
聯
盟
地
方
聯
盟
ノ
聯
絡
統
制　

三
、
機
関
紙
ノ
発
行　

四
、
其
他
必
要
ナ
ル
事
項
」
と
定
め
ら
れ
て
る
。
具
体
的
に
浄
青
幹

部
講
習
会
や
各
地
の
教
区
講
習
会
に
て
新
科
目
・
浄
青
指
導
講
座
の

開
設
、
各
聯
盟
の
連
絡
統
制
と
し
て
各
地
方
会
員
名
簿
（
会
名
・
代

表
者
氏
名
住
所
・
所
属
聯
盟
・
会
員
の
住
所
と
氏
名
と
職
業
・
年
齢

を
記
載
）
の
提
出
を
呼
び
か
け
会
員
カ
ー
ド
の
整
理
を
行
っ
た
。
ま

た
『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』『
青
年
浄
土
』
の
発
行
、『
宗
報
』
に
浄

浄土宗─全浄土宗青年会聯盟（本部）┬地方聯盟─教区聯盟─寺院青年会
　　　　　　　　　　　　 　　　　│
　　　　　　　　　　　　 　　　　├教区聯盟─寺院青年会
　　　　　　　　　　　　 　　　　│
　　　　　　　　　　　　 　　　　└（寺院青年会）
（図１）全浄聯の組織図

地
方
聯
盟
は
関
東
・
近
畿
、
教
区
聯
盟
は
埼
玉
・

東
京
・
千
葉
・
神
奈
川
・
静
岡
・
三
河
・
尾
張
・

伊
勢
・
加
能
越
・
滋
賀
・
京
都
・
奈
良
・
和
歌

山
・
大
阪
市
・
摂
河
泉
・
兵
庫
・
出
雲
・
山
口
・

（
日
豊
）・
長
崎
で
あ
る
。
聯
盟
に
関
し
て
神
奈
川

教
区
の
興
味
深
い
事
例
が
あ
る
。
昭
和
一
一
年
五

月
、
久
保
山
光
明
寺
に
て
浄
土
宗
神
奈
川
教
区
青

年
聯
盟
が
発
会
し
た
。
聯
盟
規
約
に
は
「
本
教
区

在
住
ノ
浄
土
宗
青
年
僧
侶
ヲ
以
テ
組
織
ス
」
と
定

め
ら
れ
、
こ
れ
が
全
浄
聯
の
方
針
と
は
異
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
本
部
主
事
の
栗
本
俊
道
は
『
神
奈

川
青
聯
』
に
て
、

し
か
し
今
は
僧
門
教
徒
に
限
ら
れ
た
る
聯
盟

で
あ
る
様
だ
が
、
更
に
一
歩
進
め
て
在
俗
信

徒
の
青
年
に
呼
び
か
け
、
信
徒
青
年
の
結
成

を
促
し
て
、
全
浄
青
の
傘
下
に
重
要
な
る
役
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青
ニ
ュ
ー
ス
の
掲
載
、
他
に
も
浄
青
運
動
の
象
徴
と
し
て
全
浄
土
宗

青
年
会
聯
盟
の
歌
（
里
見
達
雄
作
歌
・
山
田
耕
筰
作
曲
）
や
本
部
聯

盟
旗
、
浄
青
団
服
（
セ
ビ
ロ
型
上
下
・
青
味
国
防
色
）、
浄
青
徽
章

（
黒
七
宝
地
に
金
字
で
「
浄
青
」）、
浄
青
会
員
必
携
の
浄
青
手
帳）

（1
（

を

作
製
し
た
。
青
年
会
の
活
動
に
つ
い
て
『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』
で

は
、
①
修
養
的
施
設
事
業
（
聖
典
研
究
会
・
信
仰
座
談
会
・
宗
教
講

演
会
・
参
拝
・
法
要
参
列
・
法
要
等
に
於
け
る
奉
仕
作
業
・
音
楽
と

礼
拝
・
日
曜
教
園
教
師
奉
職
等
）、
②
体
育
的
施
設
事
業
（
卓
球
・

野
球
・
弓
道
・
剣
道
・
柔
道
・
水
泳
・
テ
ニ
ス
・
バ
ス
ケ
・
バ
レ

ー
・
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
登
山
・
ス
キ
ー
等
）、
③
社
会
教

育
的
施
設
事
業
（
小
図
書
館
・
職
業
指
導
・
人
事
相
談
・
生
活
改
善

研
究
会
・
社
会
奉
仕
部
等
）、
④
趣
味
的
其
の
他
付
随
施
設
事
業

（
書
道
会
・
音
楽
会
・
短
歌
会
・
英
語
会
・
演
劇
会
・
会
誌
発
行
・

会
員
勧
誘
運
動
等
）
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
活
動
を
熱

心
に
行
っ
て
い
た
青
年
会
と
し
て
、
例
え
ば
東
京
―
西
信
寺
青
年
会

（
西
信
寺
・
栗
本
俊
道
）・
サ
ン
ガ
・
ア
ソ
カ
（
伝
通
会
館
・
木
村
玄

俊
）、
京
都
―
葵
仏
教
青
年
会
（
平
安
養
育
院
葵
会
館
・
秦
隆
真
）、

大
阪
―
大
光
寺
青
年
会
（
大
光
寺
・
三
枝
樹
正
道
）・
念
佛
寺
青
年

会
（
念
佛
寺
・
伊
藤
孝
重
）・
無
量
寿
青
年
会
（
光
正
寺
・
中
明
教

尼
）
等
が
あ
る
。
も
っ
と
も
戦
前
の
浄
青
は
『
青
年
浄
土
』
に
近
畿

版
が
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
専
ら
関
西
が
中
心
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は

な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
西
信
寺
青
年
会
と
大
光
寺
青
年
会
を
取
り

上
げ
た
い
。

　

西
信
寺
青
年
会
は
昭
和
一
二
年
一
月
に
同
寺
念
仏
会
を
母
体
と
し

て
設
立
、
年
齢
お
よ
そ
三
〇
歳
ま
で
の
会
員
で
構
成
さ
れ
た
（
一
四

年
の
時
点
で
会
員
五
一
名
）。
会
長
栗
本
俊
道
を
は
じ
め
、
幹
事
に

は
檀
家
で
戦
後
の
社
会
福
祉
の
分
野
で
活
躍
さ
れ
た
重
田
信
一
が
い

た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
会
場
は
西
信
寺
を
使
用
し
、
事
業
基
金
と

し
て
毎
例
会
ご
と
に
出
席
者
よ
り
一
〇
銭
宛
集
め
運
営
し
て
い
た
。

事
業
と
し
て
は
①
例
会
（
お
つ
と
め
・
別
時
念
仏
・
講
義
・
座
談

会
）、
②
仏
教
講
座
、
③
そ
の
他
の
催
（
暁
天
念
仏
会
・
浄
土
帰
入

会
・
新
年
会
・
春
の
ハ
イ
キ
ン
グ
・
初
夏
の
映
画
会
・
浄
青
女
子
の

集
い
・
夏
期
暁
天
修
養
会
）
が
あ
り
、
重
田
は
寺
で
線
香
臭
い
こ
と

ば
か
り
す
る
の
で
は
な
く
明
る
く
和
や
か
な
集
団
を
作
り
、
そ
の
雰

囲
気
の
中
で
毎
日
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
べ
き
と
語
っ
て

い
る）

（1
（

。
ま
た
会
報
誌
『
西
信
寺
浄
青
』
も
発
行
し
て
い
る
。

　

大
光
寺
青
年
会
は
同
一
〇
年
一
月
に
設
立
。「
常
に
仏
を
中
心
に

念
仏
を
中
心
に
法
然
上
人
を
中
心
に
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
講
話

や
余
興
は
第
二
義
的
で
あ
る
」
と
い
い
、
同
一
三
年
八
月
の
時
点
で

大
阪
浄
青
聯
盟
の
中
で
今
一
番
真
剣
に
青
年
会
を
や
っ
て
い
る
と
評
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価
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
会
報
誌
『
道
づ
れ
』
の
発
行
や
、
会
長
三
枝
樹
正

道
は
例
会
で
「
法
然
上
人
の
御
言
葉
に
つ
い
て
」
の
連
続
講
話
を
行

い
、
主
事
高
雄
孝
準
の
日
用
お
つ
と
め
実
習
会
で
は
一
年
の
実
習
を

終
え
る
と
家
庭
に
お
い
て
会
員
相
互
に
お
つ
と
め
回
向
を
し
合
っ
て

い
た
。
同
一
六
年
か
ら
は
大
光
寺
信
行
道
場
青
年
部
常
会
（
の
ち
報

国
会
青
年
部
と
改
称
）
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
同
一
八
年

四
月
、
空
襲
警
報
発
令
中
の
際
は
常
会
に
集
ま
れ
な
く
て
も
寺
と
会

員
各
自
宅
で
別
時
念
仏
会
を
勤
め
て
い
た
。

四
、
戦
時
下
の
青
年
会
活
動

　

昭
和
一
二
年
七
月
の
日
中
戦
争
の
勃
発
に
伴
い
浄
青
も
変
化
し
て

い
っ
た
。『
支
那
事
変
と
浄
土
宗
（
第
二
輯
）』
に
は
戦
時
下
の
浄
青

の
活
動
と
し
て
、
慰
問
手
拭
の
募
集
・
慰
問
袋
の
作
成
・
勤
労
奉

仕
・
時
局
対
策
教
化
大
会
参
加
・
浄
青
指
導
者
講
習
会
の
開
催
・
浄

土
村
の
建
設
・
浄
青
道
場
の
開
設
・
浄
青
同
願
会
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
）
（1
（

。
実
際
に
戦
争
が
始
ま
る
と
全
浄
聯
本
部
は
浄
土
宗
務
所
に
よ
る

慰
問
金
品
（
慰
問
袋
）・
皇
軍
慰
問
手
拭
の
募
集
に
同
調
し
、
こ
れ

を
教
区
聯
盟
に
呼
び
か
け
各
青
年
会
が
参
加
し
た
。
浄
青
会
員
の
多

く
が
出
征
し
、『
青
年
浄
土
』
五
一
号
（
一
二
年
一
〇
月
）
に
は
早

速
「
北
支
戦
線
を
行
く
」
と
題
し
て
戦
地
通
信
が
載
せ
ら
れ
た
。
開

戦
か
ら
半
年
後
、
非
常
時
と
浄
青
運
動
に
つ
い
て
全
浄
聯
評
議
員
の

稲
岡
覚
順
（
当
時
、
三
二
歳
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

無
量
億
劫
に
も
逢
ひ
難
き
本
願
に
逢
ひ
奉
つ
て
念
仏
精
進
の
中

に
尽
忠
報
国
の
誠
を
捧
げ
奉
る
を
得
る
の
喜
び
、
我
等
浄
土
青

年
の
何
た
る
光
栄
で
あ
ら
う
か
、
何
た
る
感
激
で
あ
ら
う
か
、

只
感
謝
の
念
仏
の
み
、
只
広
大
無
辺
の
聖
徳
に
対
し
奉
り
万
死

報
国
を
誓
ひ
奉
る
の
み）

11
（

 

。

　

こ
の
よ
う
に
浄
青
運
動
と
国
民
精
神
総
動
員
運
動
を
同
一
視
す
る

言
葉
の
根
底
に
は
、
同
七
年
の
青
年
信
徒
大
会
に
て
決
議
さ
れ
た

「
我
等
青
年
ハ
ヨ
キ
教
徒
タ
ル
コ
ト
ニ
依
リ
、
祖
国
ノ
ヨ
キ
国
民
タ

ル
コ
ト
ヲ
期
ス
」
の
精
神
が
あ
り
、
念
仏
生
活
（
浄
青
活
動
）
に
よ

っ
て
非
常
時
の
国
家
に
奉
仕
す
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
が
戦
時
下
の

全
浄
聯
の
重
要
な
役
割
と
な
っ
た）

1（
（

。
そ
の
後
、
戦
死
者
家
族
の
弔
問

や
出
征
者
家
族
の
慰
問
、
皇
威
宣
揚
武
運
長
久
祈
願
・
戦
死
英
霊
追

善
供
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
同
一
四
年
三
月
に
は
近
畿

浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
が
本
部
理
事
長
江
藤
徴
英
の
指
揮
の
も
と
第
二

回
建
国
奉
仕
（
橿
原
神
宮
聖
域
拡
張
）
を
行
い
、
青
年
会
員
五
百
余

名
が
参
加
し
た
。
他
に
も
尾
張
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
は
農
村
寺
院
に

お
け
る
青
年
道
場
の
開
設
に
尽
力
し
、
嫩
草
青
年
会
（
甘
露
寺
・
三

枝
樹
貫
道
）
は
興
亜
の
聖
業
を
翼
賛
す
る
日
本
・
満
州
・
中
国
の
同
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願
同
時
念
仏
会
を
同
一
八
年
六
月
時
点
で
計
三
九
回
も
開
催
し
て
い

る
。
戦
時
下
に
お
け
る
各
地
の
浄
青
会
員
は
、
戦
地
・
銃
後
で
あ
っ

て
も
浄
青
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め
種
々
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
後
、
同
一
八
年
に
全
浄
聯
は
解
体
さ
れ
、
浄
土
宗
報
国
会

青
年
部
に
再
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
葵
仏
教
青
年
会
の
会
員
で

中
外
日
報
社
の
福
見
涙
草
は
戦
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
支
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
と
戦
火
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ

て
、
そ
う
し
た
宗
教
活
動
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
一
億
一
心
、

一
人
の
こ
ら
ず
国
を
護
る
た
め
の
奉
仕
と
い
う
こ
と
で
、
残
念

に
も
解
散
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
れ
が
戦
前
の
全
浄
聯
の
結
末
で
あ
る
が
、
福
見
は
浄
青
運
動
に

参
加
し
て
い
た
人
達
と
当
時
を
思
い
出
し
て
は
、
あ
の
時
分
は
活
気

が
あ
っ
た
と
い
つ
も
語
り
合
っ
た
と
い
う）

11
（

。

お
わ
り
に

　

以
上
、
戦
前
の
浄
青
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
き
た
。
全
浄

聯
は
僧
俗
一
体
の
宗
派
仏
青
及
び
浄
土
宗
公
式
の
全
国
青
年
会
組
織

で
あ
っ
た
が
、
設
立
か
ら
数
年
で
戦
時
下
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

残
念
な
が
ら
全
教
区
に
一
寺
院
一
青
年
会
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
た
戦
争
協
力
の
体
制
も
反
省
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
戦

前
の
浄
青
が
宗
門
に
お
け
る
青
年
檀
信
徒
へ
の
教
化
・
信
仰
運
動
を

担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
現
代
浄
土
宗
の
布
教
活
動
を
考
え
る
上
で
、

重
要
な
分
野
に
な
る
こ
と
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

（　

渡
辺
章
悟
「
明
治
の
仏
教
と
仏
教
青
年
会
運
動
」（『
仏
教
文
化
』
四
九
、

二
〇
一
〇
年
、
一
〇
八
頁
）。

（　

石
見
国
那
賀
郡
の
有
志
青
年
に
よ
っ
て
相
互
の
親
睦
と
布
教
伝
道
の
長
策
、

宗
粋
の
発
揚
を
目
的
に
組
織
さ
れ
た
。（『
浄
土
教
報
』
三
〇
五
号
）。

（　

浄
土
宗
大
学
専
攻
部
並
び
に
伝
道
部
・
第
一
教
校
・
興
学
会
を
主
に
、
更

に
都
下
有
志
発
起
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
。
趣
意
書
・
会
則
も
公
表
さ
れ
て
い

る
。（『
浄
土
教
報
』
六
三
一
・
六
三
二
・
六
三
六
号
）。

（　

昭
和
二
年
二
月
、
全
国
浄
土
宗
青
年
聯
盟
一
新
会
は
伝
通
院
前
西
川
洋
食

部
に
て
発
会
し
た
。
雑
誌
『
宗
政
批
判
』（
発
行
所
・
東
京
市
下
谷
区
上
野

桜
木
町
三
八
・
宗
政
批
判
社
）
の
関
係
者
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、「
宗
門
文
化

運
動
に
参
加
せ
よ
」
と
の
標
語
の
も
と
、
機
関
紙
『
宗
教
文
化
』（
東
京
市

小
石
川
区
表
町
七
三
・
宗
教
文
化
社
〔
一
新
会
本
部
〕）
を
発
行
し
た
。

（　

昭
和
二
年
四
月
、
浄
土
宗
青
年
聯
盟
は
各
地
よ
り
約
七
百
名
が
集
ま
り
増

上
寺
に
て
発
会
し
た
。
宗
内
の
同
和
会
に
よ
る
全
国
青
年
聯
盟
の
提
唱
に
端

を
発
す
る
も
の
で
、「
吾
人
ハ
現
在
及
将
来
ノ
宗
門
青
年
ヲ
団
結
シ
テ
相
互

ノ
親
密
提
携
ヲ
期
ス
（
綱
領
）」
と
定
め
ら
れ
た
。
事
務
所
は
大
増
寺
（
の

ち
西
信
寺
）
に
置
か
れ
、
機
関
紙
『
青
年
聯
盟
通
信
』
を
発
行
し
た
。

（　

一
新
会
と
浄
土
宗
青
年
聯
盟
に
よ
る
青
年
運
動
の
背
後
に
は
宗
政
問
題
が

存
在
し
、
前
者
は
浄
土
教
報
社
、
後
者
は
教
学
週
報
社
が
後
援
し
た
。
青
年

聯
盟
は
渡
邊
海
旭
の
死
去
に
よ
り
瓦
解
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和

初
期
の
宗
内
の
政
治
団
体
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（　
『
教
学
週
報
』
二
五
五
号
を
参
照
。

（　

大
阪
の
み
「
大
阪
浄
土
宗
青
年
会
」
と
呼
称
し
た
。
同
会
は
機
関
紙
『
浄
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火
』（
編
輯
人
・
小
川
榮
太
郎
、
発
行
人
・
植
村
次
郎
）
を
発
行
し
て
い
る

が
、
筆
者
は
幸
い
に
も
昭
和
八
年
新
年
号
（
第
八
輯
）
を
収
集
で
き
た
。
謹

賀
新
年
の
広
告
が
一
七
六
件
も
掲
載
さ
れ
盛
況
ぶ
り
が
伺
え
る
。

（　

筆
者
が
現
在
確
認
し
て
い
る
も
の
は
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
発
行
と
な
っ

た
『
青
年
浄
土
』（
編
輯
兼
印
刷
発
行
人
・
杉
浦
演
順
）
三
一
・
三
九
・
四

〇
・
四
七
～
六
七
・
六
九
・
七
四
号
で
あ
る
（
浄
土
宗
教
化
研
修
会
館（
源

光
院
）図
書
室
蔵
）。
戦
前
の
浄
土
宗
青
年
会
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
、『
宗

報
』『
浄
土
教
報
』
等
の
情
報
だ
け
で
は
な
く
、『
青
年
浄
土
』
や
各
青
年
会

が
発
行
し
た
機
関
誌
等
の
一
級
史
料
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

（0　

青
年
の
年
齢
制
限
は
全
浄
聯
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
堀
定
正

『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』（
全
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
、
一
九
三
六
年
）
に
は

「
最
大
限
度
青
年
前
期
の
満
十
六
歳
よ
り
三
十
五
歳
迄
の
と
こ
ろ
に
止
め
て

置
く
必
要
が
あ
る
」（
二
九
頁
）
と
書
か
れ
、
入
会
者
は
日
曜
教
園
や
日
曜

学
校
終
了
を
も
っ
て
連
絡
を
つ
け
る
の
が
理
想
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（（　
『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』、
九
頁
。

（（　
『
青
年
浄
土
』
六
〇
号
の
東
京
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
一
覧
に
芝
中
学
校
修

養
会
（
芝
中
学
校
・
大
村
桂
巌
）、
大
乗
学
寮
青
年
会
（
大
乗
学
寮
・
栗
本

俊
道
）、
荏
原
学
園
荏
原
仏
教
青
年
会
（
荏
原
学
園
・
戸
松
学
瑛
）・
慈
光
学

園
仏
教
青
年
同
志
会
（
慈
光
学
園
・
岩
野
真
隆
）、
伝
通
会
館
サ
ン
ガ
・
ア

ソ
カ
（
伝
通
会
館
・
木
村
玄
俊
）、
貞
恭
婦
人
会
（
明
照
会
館
・
大
島
徹

水
）・
マ
ハ
ヤ
ナ
女
子
青
年
会
（
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
・
長
谷
川
良
信
）、
御
田
学

園
青
年
会
（
御
田
学
園
・
務
台
教
真
）
等
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必

ず
し
も
寺
院
限
定
の
青
年
会
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（（　

栗
本
俊
道
「
信
徒
青
年
の
結
成
に
備
へ
よ
」（『
神
奈
川
青
聯
』
第
一
号
、

一
九
三
六
年
、
二
頁
）。
ま
た
神
奈
川
聯
盟
以
外
に
も
僧
侶
限
定
の
青
年
会

が
登
録
さ
れ
、
僧
俗
一
体
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
か
実
態
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

（（　

京
都
浄
土
宗
青
年
会
聯
盟
女
子
部
は
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
女
子
浄
青
（
西
徳

寺
・
新
谷
正
雄
）・
明
珠
会
（
平
安
養
育
院
富
松
会
館
・
松
尾
清
照
）・
二
幡

女
子
浄
青
（
光
照
院
・
漆
間
徳
英
）・
葵
仏
教
青
年
会
女
子
部
（
平
安
養
育

院
葵
会
館
・
秦
隆
真
）
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
。

（（　

浄
青
手
帳
に
は
年
中
行
事
・
要
誓
五
條
・
宗
祖
法
然
上
人
・
浄
土
宗
大

意
・
浄
土
宗
現
勢
・
浄
土
宗
青
年
会
規
則
・
お
つ
と
め
・
食
作
法
・
一
枚
起

請
文
・
浄
青
会
歌
・
本
山
・
浄
青
聯
盟
一
覧
・
そ
の
他
が
記
載
さ
れ
、
表
紙

の
見
返
し
に
は
表
に
知
恩
院
山
門
、
裏
に
は
浄
土
宗
務
所
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
（『
宗
報
』
第
二
五
二
号
、
一
九
三
八
年
、
一
六
頁
）。

（（　
『
浄
土
宗
青
年
会
指
針
』
三
一
～
六
四
頁
、
参
照
。

（（　

重
田
信
一
「
青
年
会
の
作
り
方
を
答
へ
て
＝
組
織
と
資
金
と
事
業
に
つ
い

て
＝
」（『
青
年
浄
土
』
六
二
号
、
一
九
三
八
年
、
四
頁
）。

（（　
「
大
阪
大
光
寺
青
年
会
の
巻
」（『
青
年
浄
土
』
六
一
号
、
一
九
三
八
年
、

七
頁
）。

（（　
『
支
那
事
変
と
浄
土
宗
（
第
二
輯
）』（
浄
土
宗
務
所
臨
時
事
変
部
、
一
九

四
〇
年
、
七
八
～
七
九
頁
）。

（0　

稲
岡
覚
順
「
非
常
時
と
浄
青
運
動
」（『
青
年
浄
土
』
五
四
号
、
一
九
三
八

年
、
五
頁
）。

（（　

昭
和
一
三
年
一
〇
月
、
時
局
対
策
全
浄
土
宗
教
化
者
協
議
大
会
が
明
照
会

館
に
て
開
催
さ
れ
、
第
二
部
会
（
青
年
部
）
の
答
申
で
は
、
浄
青
の
信
条
と

し
て
「
法
然
上
人
の
指
示
さ
れ
る
念
仏
生
活
を
強
調
し
、
謙
虚
、
質
実
、
明

朗
感
謝
報
謝
の
信
念
を
基
礎
」、
強
化
方
針
と
し
て
「
浄
青
資
料
の
拠
出
、

浄
青
指
導
員
講
習
会
の
開
設
、
浄
青
読
本
等
を
制
定
す
る
こ
と
」
の
文
言
が

含
ま
れ
た
（『
青
年
浄
土
』
六
四
号
、
五
頁
）。

（（　

福
見
涙
草
『
激
動
の
宗
教
界
を
回
想
』（
福
見
印
刷
企
画
株
式
会
社
、
二

〇
一
〇
年
、
三
一
～
三
二
頁
）。

（（　

同
上
、
三
四
頁
。
な
お
福
見
は
戦
後
す
ぐ
に
浄
土
宗
の
青
年
会
運
動
が
再

起
し
な
か
っ
た
原
因
に
浄
土
宗
分
裂
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

附
記
、
本
稿
作
成
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
浄
土
宗
教
化
研
修
会
館（
源
光
院
）

図
書
室
様
・
長
野
十
念
寺
様
・
大
塚
西
信
寺
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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『
徳
本
行
者
伝
』
の
諸
本
に
つ
い
て

石　

川　

達　

也

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
念
仏
行
者
徳
本
上
人
（
以
下
敬
称
を
略
す
）
の
生
涯
を

知
る
に
あ
た
り
最
も
参
照
さ
れ
て
き
た
『
徳
本
行
者
伝
』（
以
下

『
行
者
伝
』
と
略
す
）
の
諸
本
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま

ず
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
徳
本
行
者
伝
の
項
目
を
見
て
み
た
い）

（
（

。

三
巻
。
福
田
行
誡
編
纂
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
徳
本
の
五

〇
回
忌
に
刊
行
。
直
弟
子
本
仏
が
企
画
し
、
法
系
の
本
覚
、
本

良
や
本
乗
が
編
集
に
あ
た
っ
た
。
徳
本
終
焉
の
地
で
あ
る
小
石

川
一
行
院
（
東
京
都
文
京
区
千
石
）
旧
蔵
で
、
門
弟
に
よ
る
徳

本
生
涯
の
記
録
集
『
徳
本
行
者
集
』
六
十
余
巻
（
昭
和
二
〇
年

五
月
の
東
京
大
空
襲
で
焼
失
）
か
ら
資
料
を
精
選
し
、
同
じ
奇

瑞
や
「
事
奇
怪
に
互
（
亙
カ
）り
）
（
（

て
常
人
の
疑
生
ず
べ
き
も
の
」（
同
書

例
言
）
を
排
除
し
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
体
裁
を
な
ら
っ
て
、

出
生
か
ら
出
家
、
修
行
、
各
地
教
化
、
三
昧
発
得
、
往
生
ま
で

の
行
状
と
、
七
回
忌
・
一
三
回
忌
を
記
す
。
徳
本
の
正
史
と
も

さ
れ
て
き
た
。
挿
画
は
主
に
蕉
巌
が
担
当
。
巻
末
に
『
徳
本
行

者
法
語
』
と
高
弟
一
二
人
の
略
伝
『
徳
本
行
者
伝
附
録
法
弟
小

伝
』
を
掲
載
し
て
い
る
。
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
に
徳
本

行
者
奉
賛
会
か
ら
活
字
本
が
再
刊
。【
所
収
】
浄
全
一
八
、
戸

松
啓
真
編
『
徳
本
行
者
全
集
』
五
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七

九
）

こ
の
よ
う
に
要
領
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
補
足
し
て

お
き
た
い
。
出
版
の
経
緯
は
『
行
者
伝
』
例
言
を
う
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
一
行
院
ノ
前
住
本
覚
、
嘗
テ
其
師
本
仏
ノ
命
ヲ
荷
負
シ
テ

本
伝
ノ
編
集
ヲ
企
タ
ツ
。
画
図
モ
イ
サ
ヽ
カ
写
シ
出
セ
リ
、
労

ナ
キ
ニ
非
ス
。
不
幸
ニ
シ
テ
未
タ
一
巻
ニ
及
ハ
ス
シ
テ
没
故
ス
。
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ヲ
シ
ム
ヘ
シ
。
今
年
コ
レ
ニ
継
テ
三
巻
ト
ナ
シ
、
以
テ
其
功
ヲ

畢
フ
。
幸
ニ
先
哲
ノ
志
ヲ
舒
フ
ト
イ
フ
ヘ
キ
歟
。

一
、
一
行
院
ノ
現
住
本
良
篤
行
ノ
仁
ナ
リ
。
伝
紀
ノ
修
成
ニ
於

ケ
ル
頗
ル
力
ヲ
竭
ス
。
加
フ
ル
ニ
紀
州
ノ
本
乗
タ
マ
タ
マ
来
リ

テ
事
実
及
ヒ
地
理
ヲ
説
ク）

（
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
行
院
の
前
住
本
覚
（
～
一
八
六
二）

（
（

）
が
そ
の
師

で
あ
る
本
仏
（
一
七
八
四
～
一
八
五
八
）
の
命
を
受
け
て
伝
記
を
企

画
し
、
挿
絵
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
一
巻
に
も
満
た
な
い
ま
ま
没
し
、

そ
れ
を
引
き
継
い
で
三
巻
に
し
た
と
い
い
、
一
行
院
の
現
住
本
良

（
～
一
八
六
八
）
も
伝
記
編
集
に
加
わ
り
、
紀
州
の
本
乗
（
一
八
一

四
～
一
八
九
一
、
無
量
光
寺
四
世
、
誕
生
院
六
世
を
歴
任）

（
（

）
か
ら
も

助
力
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
行
誡
（
一
八
〇
六
～
一
八
八

八
）
が
中
心
に
な
っ
て
編
纂
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
例
言
に

も
、

遺
弟
等
法
恩
ヲ
万
一
ニ
報
セ
ン
カ
為
ニ
相
会
シ
テ
伝
記
ヲ
纂
集

ス
）
（
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
徳
本
の
法
系
に
連
な
る
遺
弟
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

挿
画
を
主
に
担
当
し
た
蕉
巌
は
、
静
岡
県
応
声
教
院
住
職
の
吉
田

蕉
巌
の
こ
と
で）

（
（

、
詳
し
い
事
蹟
は
不
明
で
あ
る
が
、
蕉
巌
は
明
治
一

五
年
（
一
八
八
二
）
に
『
法
輪
集
』
を
編
輯
し
、
翌
年
に
は
蕉
巌
が

講
説
し
た
『
今
昔
因
縁
弁
』
と
貞
極
の
著
作
を
校
訂
し
た
『
如
来
十

力
得
勝
論
』
が
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
の
担
当
者
に
つ

い
て
は
後
で
触
れ
た
い
。

　

巻
末
の
「
徳
本
行
者
法
語）

（
（

」
と
高
弟
一
二
人
の
略
伝
「
徳
本
行
者

伝
附
録
法
弟
小
伝）

（
（

」
は
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
別
で
項
目
が
立

て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
行
者
伝
』
の
付
録
で
あ
り
独
立
し

た
著
作
で
は
な
い
。
し
か
し
『
徳
本
行
者
全
集
』
で
は
な
ぜ
か
「
徳

本
行
者
法
語
」
と
「
法
弟
小
伝
」
は
四
巻
に
、「
行
者
伝
」
は
五
巻

に
分
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
所
収
（
翻
刻
）
で
あ
る
が
、『
浄
全
』
一
八
、『
徳
本
行
者

全
集
』
に
加
え
て
、
徳
本
行
者
奉
賛
会
か
ら
昭
和
四
四
年
（
一
九
六

九
）
に
刊
行
さ
れ
た
活
字
本
を
挙
げ
て
い
る
が
、
国
会
図
書
館
や
宗

門
大
学
の
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
管
見
に
触
れ
て
い
な

い
。
た
ま
た
ま
昭
和
五
八
年
に
岸
和
田
の
松
田
良
信
氏
の
復
刊
本
を

底
本
に
挿
絵
を
加
え
て
一
行
院
か
ら
再
刊
し
た
『
徳
本
行
者
伝
』
が

手
元
に
あ
る
。
松
田
氏
は
徳
本
行
者
奉
賛
会
の
中
心
人
物
で
あ
る
の

で
、
松
田
氏
の
復
刊
本
と
は
徳
本
行
者
奉
賛
会
の
活
字
本
の
こ
と
だ

と
思
わ
れ
る
。
一
行
院
本
は
『
浄
全
』
や
『
徳
本
行
者
全
集
』
で
は

省
略
さ
れ
た
挿
絵
が
あ
る
上
に
、
ル
ビ
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
補
わ
れ
て
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い
る
。
た
だ
し
和
本
の
ル
ビ
を
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。

な
お
一
行
院
本
も
国
会
図
書
館
や
宗
門
大
学
の
図
書
館
に
も
所
蔵
さ

れ
て
お
ら
ず
、
在
庫
も
ご
く
わ
ず
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
『
行

者
伝
』
の
翻
刻
は
、
上
記
の
ほ
か
に
『
行
誡
上
人
全
集
』（
昭
和
一

七
年
版
以
降
）
と
『
国
文
東
方
仏
教
叢
書
』
伝
記
部
（「
徳
本
行
者

法
語
」
と
「
法
弟
小
伝
」
は
省
略
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
近
年
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

『
行
者
伝
』
も
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
六
件
の
和
本

の
画
像
を
閲
覧
で
き
る
。
今
回
比
較
し
た
の
も
次
の
六
件
で
あ
る
。

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

『
行
者
伝
』
の
構
成

　

対
校
を
す
る
前
に
『
行
者
伝
』
の
構
成
を
、
和
本
を
も
と
に
確
認

し
た
い
。
ま
ず
表
紙
に
は
貼
題
簽
で
「
徳
本
行
者
伝　

上
（
中
・

下
）」
と
あ
る
。
筑
波
大
甲
本
は
和
本
を
包
む
「
徳
本
行
者
伝
」
と

記
さ
れ
た
袋
も
残
っ
て
い
る
。
表
紙
を
開
く
と
蕉
巌
に
よ
る
徳
本
の

肖
像
が
描
か
れ
る
。

　
「
徳
本
行
者
伝
序
」
は
増
上
寺
六
七
世
闡
誉
教
音
（
一
七
九
七
～

一
八
六
七
）
が
記
し
て
い
る
。
教
音
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一

二
月
二
四
日
に
増
上
寺
住
職
に
任
じ
ら
れ
、
慶
応
元
年
（
一
八
六

五
）
一
二
月
一
六
日
に
隠
居
が
許
さ
れ
、
当
時
山
内
の
瑞
善
院
に
隠

居
し
て
い
た）

（1
（

。
行
誡
は
慶
応
二
年
一
二
月
一
九
日
に
回
向
院
住
職
に

な
っ
て
い
る
が）

（（
（

、「
結
縁
録
」
の
中
で
教
音
に
つ
い
て
、

己
れ
回
向
院
に
住
し
た
り
し
と
ひ
ろ
う
申
せ
し
か
ば
、
大
に
い

き
と
ほ
り
貴
坊
は
誰
が
案
内
し
て
回
向
院
に
や
り
し
や
、
我
れ

は
其
意
を
得
ず
、
祝
ひ
は
出
さ
ず
と
な
む
の
玉
ひ
し
人
な
り）

（1
（

と
、
回
向
院
の
住
職
に
な
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
大
い
に
憤

ら
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
な
お
「
徳
本
行
者
伝
序
」
を
清
書
し
た

「
菩
薩
優
婆
塞
従
五
位
下
守
伊
勢
守
藤
原
朝
臣
政
晃
」
は
高
橋
泥
舟

（
一
八
三
四
～
一
九
〇
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。

略
称

所
蔵

請
求
番
号

グ
ル
ー
プ

国
文
研
甲
本
国
文
学
研
究
資
料
館

ヤ（-（（-（

～（

Ｂ

国
文
研
乙
本
国
文
学
研
究
資
料
館

ヤ（-（（（-（

～（

Ｃ

筑
波
大
甲
本
筑
波
大
学
附
属
図
書
館

ハ（（0-（0（
Ｂ

筑
波
大
乙
本
筑
波
大
学
附
属
図
書
館

ハ（（0-（（（

Ｃ

名
大
本

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館

（（（.（/To/

岡
谷
文
庫-（0（

Ａ

新
城
本

新
城
図
書
館
ふ
る
さ
と
情
報
館
牧
野
文
庫 （

甲
二-（（（-（

～（

Ａ
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次
に
「
徳
本
行
者
伝
例
言
九
条
」
は
慶
応
三
年
三
月
に
「
遺
弟
无

量
山
清
浄
心
院
沙
門
行
誡
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
行
誡
は
す

で
に
回
向
院
の
住
職
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
伝
通
院
山
内
の
清

浄
心
院
も
兼
務
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
清
浄
心
院
は
大
仏
堂
と
も
い

わ
れ
、
本
堂
は
七
間
一
〇
間
で
丈
六
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
を
安
置
し

て
い
た）

（1
（

 

。
明
治
五
年
の
「
浄
土
宗
本
末
一
派
寺
院
明
細
帳
」
に
よ

れ
ば
、
清
浄
心
院
は
享
保
一
五
年
（
一

七
三
〇
）
に
馨
誉
檀
察
に
よ
っ
て
開
創

さ
れ
、
明
治
三
年
八
月
に
蔵
界
が
一
五

世
住
職
に
な
っ
て
お
り
、
同
六
年
八
月

に
回
向
院
へ
合
併
さ
れ
た
と
別
紙
に
記

さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
な
お
徳
本
が
文
化
一
一

年
（
一
八
一
四
）
六
月
に
関
東
へ
下
向

し
た
際
に
大
仏
堂
は
留
錫
の
道
場
と
な

っ
て
い
る
。

　

本
文
は
「
徳
本
行
者
伝
下
之
巻
終
」

の
後
に
「
優
婆
塞
弟
子
源
岑
満
敬
書
」

と
あ
る
の
で
、
行
誡
と
親
交
の
あ
っ
た

伊
佐
新
次
郎
岑
満
（
一
八
〇
九
～
一
八

九
一
）
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
挿
丁数 モチーフ 作者
上２ウ～３オ 姉に抱かれながら念仏 蕉巌
上９ウ～１０オ 老翁より一枚起請文を授与 －
上１４ウ～１５オ 蓮華より光明を放つ 牧野
上２１ウ～２２オ 千津川での水垢離 －
上３１ウ～３２オ 梵網経を感得 蕉巌
上４１ウ～４２オ 本勇の奇瑞 蕉巌
上４８ウ～４９オ 日の御岬にて別時念仏 －
上５１ウ～５２オ 金剛力士の奇瑞 菊池容斎
中４ウ～５オ 須達長者が世尊に対面する 蕉巌
中９ウ～１０オ 叡福寺聖徳太子御廟を参拝 蕉巌
中１６ウ～１７オ 浄影大師の御寺の鵞鳥 牧野
中２０ウ～２１オ 勝尾寺経蔵の二童子 蕉巌
中２８ウ～２９オ 沢蔵司稲荷 蕉巌
中４０ウ～４１オ 小橋屋利兵衛の奇瑞 蕉巌
中４６ウ～４７オ 竹生島詣 松浦弘（武四郎）
中５３オ～５４オ 和歌山城にて結縁 牧野
中５８ウ～５９オ 仙洞御所の女房達を教化 －
中６０ウ～６１オ 大井川にて十念授与 雪江
中６９ウ～７０オ 大塔宮（護良親王）を回向 菊池容斎
中７４ウ～７５オ 善光寺三尊を感見 蕉巌
中７８ウ～７９オ 戸隠権現に十念を授与 蕉巌
下２ウ～３オ 大石を運ぶ 牧野／－
下１２ウ～１４オ 西田立慶作の木像を開眼 －
下２０ウ～２１オ 尊超法親王の一行院参詣 雪江
下３０オ～３１ウ 一行院境内図 蕉巌

絵
の
箇
所
と
担
当
者
は
左
の
表
の
通
り
。

　

こ
の
よ
う
に
挿
絵
は
見
開
き
に
な
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
お
り
、

蕉
巌
の
ほ
か
に
牧
野
（
詳
細
は
不
明
）、
菊
池
容
斎
（
一
七
八
八
～

一
八
七
八
）、
松
浦
武
四
郎
（
一
八
一
八
～
一
八
八
八
）、
雪
江
（
生

没
年
不
詳
）
も
担
当
し
て
い
る
。
菊
池
容
斎
は
『
前
賢
故
実
』
を
刊

行
す
る
際
に
行
誡
が
助
力
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し）

（1
（

、
行
誡
に
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関
す
る
作
品
が
松
浦
武
四
郎
記
念
館
に
残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
松
浦
武

四
郎
と
も
交
流
が
あ
っ
た）

（1
（

。
雪
江
は
行
誡
の
弟
子
で
伝
通
院
山
内
に

貞
照
院
（
廃
寺
）
を
創
建
し
た
。
絵
に
通
じ
て
い
た
よ
う
で
小
石
川

善
光
寺
等
に
仏
画
が
伝
来
し
て
い
る）

（1
（

。

　

本
文
に
続
い
て
「
徳
本
行
者
法
語
」
が
あ
り
、「
法
弟
小
伝
」
と

の
間
に
慧
澄
痴
空
（
一
七
八
〇
～
一
八
六
二
）
に
よ
る
「
徳
本
上
人

賛
」
が
あ
る
。
慧
澄
は
天
台
宗
の
律
僧
だ
が
行
誡
が
師
事
し
、
天
保

年
間
に
は
寛
永
寺
山
内
の
浄
名
院
に
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
一
行
院

の
徳
本
廟
に
詣
で
て
賛
を
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
蕉
巌
が
書
写

し
て
い
る
。

　
「
徳
本
行
者
跋
」
は
慶
応
二
年
二
月
一
五
日
に
伝
通
院
六
〇
世
随

誉
俊
光
（
一
八
〇
八
～
一
八
七
四
）
が
作
成
し
た
。
俊
光
は
文
久
三

年
（
一
八
六
三
）
頃
伝
通
院
の
住
職
と
な
り
、
明
治
四
年
八
月
に
知

恩
院
に
転
昇
し
た
。
清
書
は
蕉
巌
が
し
て
い
る
。

　
「
徳
本
行
者
伝
上
木
喜
捨
」
は
『
行
者
伝
』
刊
行
に
あ
た
り
寄
進

し
た
人
の
一
覧
で
、
上
段
に
は
僧
侶
、
下
段
に
は
在
家
や
尼
僧
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
諸
本
に
よ
っ
て
寄
進
者
数
に
違
い
が
あ
り
、
西

久
保
大
養
寺
祐
学
上
人
・
冷
光
坊
法
印
ま
で
三
二
人
の
記
載
が
あ
り

寄
進
者
が
一
番
少
な
い
の
は
名
大
本
・
新
城
本
（
グ
ル
ー
プ
Ａ
）、

徳
因
弟
子
前
法
住
寺
称
瑞
上
人
・
近
藤
鋳
太
郎
ま
で
三
四
人
の
記
載

が
あ
る
の
が
国
文
研
甲
本
・
筑
波
大
甲
本
（
グ
ル
ー
プ
Ｂ
）、
三
州

挙
母
浄
久
寺
大
乗
和
尚
・
神
田
伊
勢
屋
幸
助
ま
で
四
七
人
の
記
載
が

あ
り
寄
進
者
が
一
番
多
い
の
は
国
文
研
乙
本
・
筑
波
大
乙
本
（
グ
ル

ー
プ
Ｃ
）
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

丁数 表記
例言２オ 偕（C）＝階（A・B）
中３ウ けり（B・C）＝ける（A）
中３ウ 安く（B・C）＝安ふ（A）
中１４ウ 頭注「此一条は勝尾寺にての事なり」なし（A・B）
中２０オ か来れる（B・C）＝来給へりや（A）
中２０ウ 丁数「中二十」（B・C）＝「中二十一」（A）
中２８ウ 丁数「中二十八」（B・C）＝「中三十」（A）

下１オ 幸松倉山に自然石あり（B・C）＝御山によろしき石あり
（A）

下１ウ その石（B・C）＝石きりて（A）
下１ウ あまるへし（B・C）＝あまるべし（A）

下１ウ かばかりの名号塔又世に有へしとも覚えず（B・C）＝本
質のむかしは、いかばかりなりけむ（A）

下２ウ・下３オ A と B・C で挿絵が違う
法語８ウ にして（B・C）＝引にて（A）
法弟２５オ 文政（C）＝天保（A・B）
法弟２５オ 先（B・C）＝後（A はそれぞれ「先」の貼紙あり）
刊記 なし（A）
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最
後
に
刊
記
だ
が
、
慶
応
三
年
に
上
梓
さ
れ
一
行
院
蔵
版
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
グ
ル
ー
プ
Ａ
に
は
刊
記
が
な
い
。

諸
本
対
校

　

次
に
グ
ル
ー
プ
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
表
記
の
違
い
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
。

　

前
頁
の
表
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
Ａ
は
丁
数
の
つ
け
間
違
い
が
二
箇

所
み
ら
れ
る
。
ま
た
左
の
よ
う
に
下
二
ウ
・
下
三
オ
の
挿
絵
（
大
石

を
運
ぶ
図
）
が
Ｂ
・
Ｃ
と
違
っ
て
い
る
。
例
言
に
も
、

是
レ
挍
閲
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
急
テ
上
木
調
巻
ス
ル
ヲ
モ
テ
ナ
リ
。

追
日
帰
正
ノ
本
ヲ
モ
テ
コ
レ
ヲ
正
ス
ヘ
シ）

（1
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
徳
本
の
五
十
回
忌
に
間
に
合
わ
せ
る
よ

う
に
急
い
で
作
っ
た
た
め
、
校
正
が
不
十
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

グ
ル
ー
プ
Ｂ
は
訂
正
が
か
な
り
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
刊
記
が
付

く
の
で
、
慶
応
三
年
中
に
訂
正
・
再
刊
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

グ
ル
ー
プ
Ｃ
で
も
修
正
が
さ
れ
て
い
る
。
例
言
二
オ
で
は
階
を
偕

（
と
も
）
に
直
し
、
中
一
四
ウ
で
は
頭
注
を
加
え
て
い
る
。
法
弟
二

五
オ
で
は
天
保
を
文
政
に
直
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
徳
住
が
法
隆
寺

で
受
戒
す
る
年
で
あ
り
、『
徳
住
上
人
行
業
雑
記）

（1
（

』 

を
見
る
と
天
保

の
方
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
こ
こ
で
は
細
か
く
触
れ
な
い
が
、『
浄
全
』
は
翻
刻
す
る
に

あ
た
り
、
ル
ビ
や
挿
絵
を
省
略
し
た
だ
け
で
な
く
、
表
記
も
五
〇
箇

所
ほ
ど
変
え
て
い
る
。
ま
た
『
徳
本
行
者
全
集
』
や
『
行
誡
上
人
全

集
』
も
基
本
的
に
『
浄
全
』
の
翻
刻
を
踏
襲
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
画
像
を
閲
覧
で

き
る
『
行
者
伝
』
の
和
本
は
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
あ
た
る
か
は
「
徳
本
行
者

C（国文研乙本）

A（新城本）
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伝
上
木
喜
捨
」
の
寄
進
者
の
数
で
見
分
け
ら
れ
、
寄
進
者
が
増
え
る

ほ
ど
後
刷
本
に
な
る
。
ま
た
後
刷
本
の
方
が
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、

徳
住
が
法
隆
寺
で
受
戒
す
る
年
は
初
刷
本
の
方
が
正
し
い
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
活
字
本
と
し
て
一
番
手
に
取
り
や
す
い
の
は
『
浄
全
』
で

あ
る
が
、
ル
ビ
や
挿
絵
を
省
略
さ
れ
た
上
、
表
記
も
か
な
り
変
え
ら

れ
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
和
本
の
表
記
に
忠
実
な

翻
刻
が
俟
た
れ
る
。

　

今
回
は
あ
ま
り
深
掘
り
で
き
な
か
っ
た
が
、『
行
者
伝
』
作
成
に

あ
た
り
行
誡
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。『
行

者
伝
』
刊
行
の
企
画
は
も
と
も
と
一
行
院
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
が
、

行
誡
と
交
流
の
あ
る
蕉
巌
を
は
じ
め
菊
池
容
斎
や
松
浦
武
四
郎
等
が

挿
絵
を
担
当
し
、
伊
佐
岑
満
が
本
文
を
清
書
し
、
出
版
に
あ
た
っ
て

寄
進
を
し
て
い
る
。
寄
進
者
に
つ
い
て
も
細
か
く
触
れ
る
余
裕
は
な

か
っ
た
が
、
例
え
ば
泉
州
貝
塚
の
金
屋
喜
右
衛
門
に
つ
い
て
『
明
教

新
誌
』
明
治
九
年
一
二
月
二
六
日
号
に
『
行
者
伝
』
印
行
に
あ
た
り

多
分
の
金
子
を
寄
進
し
た
記
事
が
あ
る）

11
（

。

　

ま
た
『
行
者
伝
』
編
纂
に
あ
た
り
、
六
十
巻
本
と
呼
ば
れ
る
「
徳

本
行
者
集
」
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
別
の
機
会
に

考
察
し
た
い
。

（　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
を
参
照
し
た
。

（　

和
本
で
は
「
互
」
と
あ
る
が
、『
浄
全
』
に
は
「
亙
」
と
あ
る
。
文
脈
か

ら
「
亙
」（
わ
た
る
）
が
正
し
い
。

（　

例
言
一
ウ
。『
行
者
伝
』
の
丁
数
は
和
本
に
よ
っ
た
。

（　

一
行
院
歴
代
の
没
年
は
八
木
季
生
「
徳
本
行
者
異
聞
」（『
徳
本
行
者
全

集
』
六
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

（　

愛
宕
邦
康
「
本
乗
撰
『
徳
本
行
者
遺
事
』
の
活
字
本
二
種
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
東
洋
学
研
究
』
五
三
、
二
〇
一
六
年
）

（　

例
言
一
オ

（　

明
治
一
二
年
「
福
田
会
育
児
院
設
置
願
」（『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
二
四
、

一
九
五
九
年
）

（　

徳
本
述
、
福
田
行
誡
編
纂
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
版
本
の
『
徳
本
行

者
伝
』（
全
三
巻
）
と
そ
の
巻
末
『
徳
本
行
者
伝
附
録
法
弟
小
伝
』
の
間
に

収
録
さ
れ
て
い
る
法
語
。『
一
枚
起
請
文
』
を
「
安
心
起
行
の
鏡
」
と
し
て

巻
首
に
か
か
げ
、「
法
語
」
の
最
初
に
念
仏
の
称
え
方
を
話
し
た
あ
と
、
安

心
起
行
を
食
を
と
る
こ
と
に
た
と
え
、「
ま
づ
こ
の
食
は
饑
を
た
す
く
る
も

の
と
知
り
た
る
が
安
心
な
り
」（
浄
全
一
八
・
四
二
九
上
）
と
し
、「
夫
よ
り

箸
を
と
り
て
食
う
が
起
行
な
り
」（
同
）
と
平
生
の
念
仏
相
続
を
強
調
し
て

い
る
。
つ
い
で
「
遺
語
」、
さ
ら
に
「
浄
土
真
宗
一
大
事
」
で
は
「
一
枚
起

請
文
を
深
肝
に
そ
み
心
に
と
ど
め
」（
同
四
三
〇
下
）
如
法
堅
固
に
念
仏
す

べ
し
と
す
る
。
つ
い
で
「
未
五
月　

徳
本
判
」
と
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

語
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。【
所
収
】
浄
全
一

八
、
戸
松
啓
真
編
『
徳
本
行
者
全
集
』
四
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
八
）

（　

一
巻
。
福
田
行
誡
編
纂
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
版
本
の
『
徳
本
行
者

伝
』（
全
三
巻
）
の
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
徳
本
在
世
中
の
門
人
一
二

名
、
現
定
・
鸞
洲
・
本
仏
・
本
明
・
徳
苗
・
本
応
・
本
励
・
本
弁
・
徳
因
・

徳
円
・
徳
住
・
本
察
の
事
績
を
記
し
た
略
伝
。
さ
ら
に
未
掲
載
の
諸
弟
子
の

名
を
一
部
挙
げ
、
他
日
を
期
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。【
所
収
】
浄
全
一
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八
、
戸
松
啓
真
編
『
徳
本
行
者
全
集
』
四
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
八
）

（0　
『
大
本
山
増
上
寺
史　

本
文
編
』（
大
本
山
増
上
寺
、
一
九
九
九
年
）

（（　

梶
宝
順
「
行
誡
上
人
年
譜
」『
行
誡
上
人
全
集
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
四

二
年
）

（（　
「
結
縁
録
」『
行
誡
上
人
全
集
』

（（　
「
小
石
川
伝
通
院
志
」（『
浄
全
』
一
九
）。
た
だ
し
『
行
者
伝
』
に
は
「
六

間
四
面
」（
中
六
四
オ
）
と
あ
る
。

（（　

東
京
都
公
文
書
館
蔵

（（　

大
橋
俊
雄
『
行
誡
上
人
の
生
涯
』（
東
洋
文
化
出
版
、
一
九
八
七
年
）

（（　
『
平
成
新
修
福
田
行
誡
上
人
全
集
』
別
巻
二
（
Ｕ
Ｓ
Ｓ
出
版
、
二
〇
一
三

年
）

（（　
『
小
石
川
の
寺
院
』
上
巻
（
小
石
川
仏
教
会
、
二
〇
〇
二
年
）

（（　

例
言
二
ウ

（（　

朝
岡
知
宏
『
徳
住
上
人
行
業
雑
記
』（
荒
井
山
九
品
院
、
二
〇
二
一
年
）

（0　
『
平
成
新
修
福
田
行
誡
上
人
全
集
』
八
（
Ｕ
Ｓ
Ｓ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
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施
餓
鬼
会
に
つ
い
て

西　

城　

宗　

隆

　

平
成
二
年
版
『
新
訂
法
要
集
』
の
施
餓
鬼
会
は
、
昭
和
一
四
年
版

『
法
要
集
』
の
式
次
第
と
を
比
較
す
る
と
、「
転
座
」
の
一
カ
所
を
改

定
し
た
だ
け
で
偈
文
等
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
経
偈
の

前
に
本
尊
前
に
転
座
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
施
餓
鬼
会
自
体
が
変
化
し

た
。
従
来
は
五
如
来
に
向
か
っ
て
施
餓
鬼
作
法
と
誦
経
よ
り
総
回
向

偈
十
念
ま
で
の
正
宗
分
中
に
勤
め
る
外
陣
法
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
平
成
版
で
は
本
尊
阿
弥
陀
如
来
に
向
か
っ
て
誦
経
念
仏
回
向
を

勤
め
る
内
陣
法
要
と
な
り
、
新
亡
等
の
位
牌
も
内
陣
側
の
位
牌
壇
に

安
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
式
次
第
は
密
教
的
な
五
如
来
で
は

な
く
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
に
念
仏
回
向
を
勤
め
る
の
で
、
よ
り
浄
土

宗
の
法
要
と
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
訂
の
施
餓
鬼
会
は
、
五
如

来
の
施
餓
鬼
法
要
と
阿
弥
陀
如
来
の
追
善
法
要
と
の
二
部
構
成
が
明

確
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
正
宗
分
は
内
陣
法
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
序
分
中
に
勤
め
る
施
餓
鬼
作
法
は
外
陣
側
で
勤
め
る
の
で
、
座

次
も
外
陣
法
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
荘
厳
の
面
で
は
、「
餓
鬼
道
衆
生
牌
」
を
新
た
に
創
案

し
、「
三
界
万
霊
」
の
位
牌
を
安
置
し
な
く
な
っ
た
点
で
あ
る
。
近

年
の
施
餓
鬼
会
は
、
檀
信
徒
が
近
し
い
人
の
み
の
供
養
と
い
う
認
識

が
強
く
な
っ
て
い
る
。
特
定
の
人
の
た
め
の
追
善
法
要
と
区
分
す
る

た
め
に
は
、
こ
の
施
餓
鬼
会
の
儀
礼
と
名
称
そ
の
も
の
を
今
日
的
な

課
題
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
問
題
解
決
を
手
探
り
す
る
姿
勢
を
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、『
法
要
集
』
は
じ
め
法
式
関
係

書
籍
と
日
鑑
等
か
ら
施
餓
鬼
会
の
式
次
第
と
荘
厳
の
変
遷
を
鑑
み
、

儀
礼
学
的
に
水
向
け
と
盆
施
餓
鬼
の
根
源
を
考
察
し
た
い
。

棚
経
の
施
餓
鬼

　

な
ぜ
お
盆
の
棚
経
で
施
餓
鬼
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男

の
『
先
祖
の
話
』（
三
九
・
三
種
の
精
霊
）
に
は
、
家
に
祀
る
み
た
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ま
以
外
に
、
別
に
盆
棚
を
設
け
て
い
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

餓
鬼
と
い
う
よ
う
な
悪
い
名
を
も
つ
精
霊
は
（
中
略
）
家
の
無

い
餓
え
た
る
求
食
者
で
あ
っ
て
、
盆
に
は
家
々
の
精
霊
様
の
供

え
物
を
横
か
ら
取
っ
て
食
べ
る
と
い
い
、
先
祖
を
静
か
に
も
て

な
す
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
ら
に
も
何
か
食
べ
物
を
与
え
て
、
邪

魔
を
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
が
あ

る
。

　

精
霊
棚
の
脇
に
は
、
無
縁
様
の
た
め
に
柿
の
葉
ま
た
は
皿
に
先
祖

と
同
じ
物
を
供
え
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
盆
中
は
「
地
獄
の
釜
の

蓋
が
開
く
」
と
い
う
民
間
信
仰
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
棚
経
は
簡

略
な
施
餓
鬼
で
水
向
け
を
勤
め
て
い
る
。
し
か
し
、『
法
要
集
』
の

棚
経
と
施
餓
鬼
会
に
は
水
向
け
を
記
し
て
い
な
い
。
民
間
信
仰
に
よ

る
も
の
で
、
仏
教
儀
礼
と
し
て
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
精

霊
棚
に
あ
る
「
水
の
子
」
は
餓
鬼
の
た
め
の
飲
食
で
あ
り
、
先
祖
の

飲
食
は
御
膳
な
ど
で
あ
る
。
水
向
け
は
変
食
陀
羅
尼
を
誦
し
つ
つ
餓

鬼
（
無
縁
様
）
に
施
す
儀
礼
で
あ
る
。

施
餓
鬼
塔
婆
へ
の
水
向
け

　
『
餓
鬼
草
紙
』（
京
都
博
物
館
本
）
の
第
二
段
「
施
餓
鬼
に
忍
び
寄

る
餓
鬼
」
に
は
、
阿
弥
陀
三
尊
像
を
描
い
た
笠
塔
婆
が
あ
り
、
供
花

が
さ
れ
て
い
る
図
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
々
が
閼
伽
桶
か
ら
注
ぐ
水

の
傍
ら
に
、
食
水
餓
鬼
が
忍
び
寄
っ
て
水
を
な
め
て
い
る
場
面
を
描

い
て
い
る）

（
（

。『
正
法
念
処
経
』
に
は
、
亡
き
父
母
に
施
し
た
水
を
わ

ず
か
に
飲
む
こ
と
が
出
来
る
と
あ
る
。『
往
生
要
集
』
は
『
正
法
念

処
経
』
の
経
説
に
依
っ
て
こ
れ
を
説
い
て
い
る）

（
（

。
施
餓
鬼
会
で
は
閼

伽
水
で
水
の
子
に
ミ
ソ
ハ
ギ
ま
た
は
シ
キ
ミ
で
散
洒
す
る
よ
う
な
作

法
が
餓
鬼
に
施
す
作
法
で
あ
る
。
塔
婆
に
水
向
け
し
て
い
る
の
も
餓

鬼
に
施
し
て
い
る
作
法
で
あ
り
、
開
眼
作
法
で
は
な
い
。

　

山
田
慎
也
氏
は
「
盆
棚
の
形
の
変
化
で
お
盆
の
重
要
な
意
義
も
変

わ
り
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
新
盆
の
盆
棚
が
業
者
に
よ
り
葬

儀
祭
壇
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。「
従
来
の
盆
棚
の
持
つ
意
味
、

す
な
わ
ち
代
々
の
精
霊
を
迎
え
、
餓
鬼
を
も
供
養
す
る
儀
礼
か
ら
、

特
定
の
故
人
へ
の
弔
問
や
別
れ
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

盆
棚
の
設
え
方
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
精
霊
へ
の
対
し
方
も
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（『
月
間
住
職
』
二

〇
二
一
年
九
月
）。
盆
棚
は
寺
院
の
施
餓
鬼
棚
を
模
倣
し
て
い
る
。

精
霊
棚
に
は
先
祖
・
新
盆
そ
し
て
無
縁
様
も
同
じ
棚
に
供
物
を
安
置

し
て
い
る
。
平
成
版
の
施
餓
鬼
会
で
は
、
餓
鬼
棚
を
別
の
所
に
安
置

し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
精
霊
棚
に
は
水
の
子
と
閼
伽
水
を
別

の
所
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
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施
餓
鬼
棚
の
荘
厳

　

日
鑑
か
ら
ど
の
よ
う
に
荘
厳
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。

『
浄
国
寺
日
鑑
（
上
）』
の
文
化
五
年
七
月
十
五
日
（
一
八
〇
八
）
の

項
に
は
、「
外
陣
施
餓
鬼
棚
江
、
三
界
万
霊
之
位
牌
・
新
旧
過
去
帳

尺
台
江
乗
せ
、
盛
物
・
水
向
等
差
出
置
□
紙
七
如
来
掛
之
、
委
に
如

諸
回
向
宝
鑑
」
と
あ
る）

（
（

。『
諸
回
向
宝
鑑
』
一
巻
に
は
施
餓
鬼
棚
の

図
と
施
餓
鬼
壇
場
の
法
式
并
に
荘
厳
の
方
法
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ

は
多
く
の
寺
院
と
同
じ
荘
厳
法
で
あ
る
。
こ
の
荘
厳
に
基
づ
く
施
食

の
思
想
は
、「
上
献
十
方
仏　

中
奉
諸
賢
聖　

下
及
六
道
品　

等
施

無
差
別
」
で
あ
る
。「
施
餓
鬼
棚
」
の
荘
厳
は
五
如
来
と
六
道
衆
生

が
差
別
も
な
く
平
等
に
一
蓮
台
に
座
し
て
い
る
思
想
を
顕
し
て
い
る
。

こ
の
棚
は
、
餓
鬼
が
法
食
を
得
て
飽
満
し
、
菩
提
心
を
発
し
て
、
や

が
て
蓮
華
化
生
す
る
こ
と
を
具
現
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、

施
餓
鬼
会
の
回
向
対
象
は
、
先
祖
供
養
か
ら
個
人
に
特
定
化
し
つ
つ

あ
る
。
施
餓
鬼
の
思
想
は
、
差
別
な
く
等
し
く
施
し
廻
向
す
る
こ
と

に
あ
る
。
先
ず
、
特
定
の
人
か
ら
有
縁
の
人
と
見
ず
知
ら
ぬ
祀
り
手

の
い
な
い
無
縁
様
、
そ
し
て
三
界
万
霊
を
回
向
す
る
。
自
身
の
特
定

者
だ
け
で
な
く
、
他
に
対
し
て
も
慈
悲
の
心
を
以
っ
て
利
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
餓
鬼
道
衆
生
牌
で
は
な
く
、
三

界
万
霊
の
位
牌
を
安
置
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
施
餓
鬼
会
は
餓
鬼

に
施
す
水
向
け
を
勤
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
特
定
の
人
の

回
向
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
施
餓
鬼
会
で
な
く
追
善
法
要
で
こ
と
足

り
る
と
言
え
る
。

施
餓
鬼
の
所
依
経
典
と
式
の
変
遷

　

施
餓
鬼
会
の
典
拠
と
な
る
経
典
は
、
実
叉
難
陀
訳
『
救
面
然
餓
鬼

陀
羅
尼
神
呪
経
』（
面
然
経
）
と
不
空
訳
『
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼

経
』（
焔
口
経
）
と
い
う）

（
（

。『
餓
鬼
草
子
』
は
『
焔
口
経
』
に
依
っ
て
、

阿
難
と
焔
口
餓
鬼
の
対
面
（
第
六
段
）
と
、
餓
鬼
が
天
に
生
じ
る
図

を
絵
解
き
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
第
五
段
は
、
水
が
火
と
な
っ

て
飲
め
な
い
餓
鬼
が
、
仏
の
神
通
力
に
よ
っ
て
、
水
を
飲
む
こ
と
を

得
た
餓
鬼
が
人
間
に
転
生
し
、
さ
ら
に
菩
薩
が
天
上
に
去
る
姿
を
描

い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
施
餓
鬼
の
由
縁
は
『
面
然
経
』
よ
り

も
『
焔
口
餓
鬼
経
』
に
依
る
方
が
多
い
。

　

儀
礼
と
し
て
は
、「
変
食
陀
羅
尼
」
と
甘
露
王
如
来
の
な
い
「
四

如
来
」
を
誦
す
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、
施
餓
鬼
会
の
根
幹
は
変
食
陀

羅
尼
を
誦
し
、
如
来
名
号
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
焔
口
経
」
は

「
天
に
生
ず
る
」
と
い
う
生
天
説
で
あ
る
。

　

不
空
『
施
諸
餓
鬼
飲
食
及
水
法
並
手
印
』（
以
下
、「
施
諸
餓
鬼
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法
」
と
略
称
）
は
、
す
べ
て
の
餓
鬼
に
飲
食
を
施
そ
う
と
す
る
者
が

誦
す
べ
き
真
言
を
記
し
て
い
る）

（
（

。
現
行
の
『
法
要
集
』
は
こ
の
「
施

諸
餓
鬼
法
」
に
依
っ
て
い
る
。「
こ
の
呪
食
に
乗
じ
て
、
苦
を
離
れ

解
脱
し
、
天
に
生
じ
て
楽
を
受
け
、
十
方
の
浄
土
に
意
に
随
っ
て
遊

往
せ
ん
」
と
あ
る
。
不
空
は
『
焔
口
経
』
説
か
ら
天
に
生
じ
て
か
ら

浄
土
に
生
じ
る
説
と
し
た
。

　
『
施
食
通
覧
』
宋
の
宗
暁
（
一
一
五
一
～
一
二
一
四
）
は
『
焔
口

経
』
を
は
じ
め
多
く
の
施
餓
鬼
会
と
水
陸
会
の
文
を
掲
載
し
て
い
る
。

現
行
の
施
餓
鬼
会
表
白
・
宣
疏
は
、
慧
頓
に
よ
っ
て
『
施
食
通
覧
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
春
暁
・
柳
鍔
・
遵
式
等
の
書
物
か
ら
引
用
さ
れ

て
い
る
。
現
行
の
表
白
の
生
天
説
は
「
斛
前
召
請
啓
白
文
」（
作
者

不
詳
）
に
依
っ
て
い
る
。
遵
式
の
『
施
食
文
』
に
は
、
陀
羅
尼
を
誦

し
て
飲
食
を
加
持
し
、
こ
の
法
食
に
よ
っ
て
飢
渇
倒
懸
の
苦
し
み
を

消
滅
し
、
身
心
歓
喜
し
て
菩
提
心
を
発
し
、
心
楽
三
昧
を
得
て
、
鬼

身
を
捨
て
て
、
仏
の
浄
土
に
生
ず
。
こ
の
施
食
の
功
徳
は
諸
仏
に
供

養
し
た
功
徳
に
等
し
い
と
説
い
て
い
る）

（
（

。
施
食
は
法
食
と
称
し
て
い

る
よ
う
に
、
法
食
を
法
界
の
衆
生
に
施
す
こ
と
で
あ
る
。『
面
然
経
』

は
「
こ
の
身
を
捨
離
し
て
天
上
に
生
ず
る
こ
と
を
得
」
と
あ
る
が
、

遵
式
は
餓
鬼
生
天
説
か
ら
浄
土
説
と
し
て
い
る
。『
一
遇
』（
昭
和
五

五
年
）
に
、「
浄
土
宗
定
の
も
の
は
遵
式
の
作
に
よ
っ
て
い
る
」
と

あ
る
。
し
か
し
、『
一
遇
』
に
遵
式
著
『
施
餓
鬼
会
問
弁
』
と
あ
る

の
は
、
諦
忍
『
盆
供
施
餓
鬼
問
弁
』（
版
心
の
書
名
は
施
餓
鬼
問
弁
）

で
は
な
か
ろ
う
か）

（
（

。

　
『
声
明
施
餓
鬼
諸
真
言
諸
回
向
』（
天
和
三
年
版
・
一
六
八
三
）
の

「
大
施
餓
鬼
」
は
、
根
本
陀
羅
尼
・
破
地
獄
偈
（
水
向
廻
向
破
地
獄

文
）・
南
無
十
方
仏
法
僧
釈
迦
観
音
阿
難
（
六
位
）・
変
食
陀
羅
尼
・

甘
露
水
陀
羅
尼
・
七
如
来
・
浄
土
陀
羅
尼
（
抜
一
切
業
障
根
本
得
生

陀
羅
尼
）・
生
飯
之
偈
・
回
向
偈
で
あ
る
⑧
。『
浄
土
諸
回
向
宝
鑑
』

（
元
禄
一
一
年
・
一
六
九
八
）
の
「
施
餓
鬼
法
」
は
、
ほ
ぼ
同
じ
式

次
第
で
あ
る
が
、
最
後
の
回
向
偈
が
な
い
。
瑞
山
撰
・
慈
空
筆
受
の

『
蓮
門
課
誦
』
の
「
外
堂
施
食
儀
」
も
ほ
ぼ
同
じ
式
次
第
で
あ
る
。

こ
の
三
書
は
七
如
来
と
浄
土
陀
羅
尼
が
特
色
で
あ
り
、
破
地
獄
偈
と

敬
礼
六
位
を
漢
音
で
唱
え
て
い
る
。
こ
の
浄
土
陀
羅
尼
は
こ
れ
以
降

誦
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
当
時
は
導
入
部
が
な
く
、
い
き
な
り
根
本

陀
羅
尼
を
誦
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
浄
国
寺
日
鑑
』
宝

暦
五
年
七
月
十
五
日
に
は
、「
方
丈
下
陣
出
座
弥
陀
大
呪
讃
鉢
、
導

師
焼
香
・
施
餓
鬼
・
四
奉
請
・
弥
陀
経
」
と
あ
る
（
下
陣
縁
施
餓
鬼

棚
・
南
と
あ
る）

（
（

）。
弥
陀
大
呪
は
根
本
陀
羅
尼
で
あ
る
。

　

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
増
上
寺
坊
中
は
大
施
餓
鬼
の
次
第
を

申
し
合
わ
せ
て
、
習
礼
を
し
て
十
月
十
日
に
勤
め
た
。
翌
年
に
は
、
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「
公
儀
御
法
事
は
万
部
・
千
部
の
他
御
座
な
く
候
。
大
施
餓
鬼
の
中

へ
声
明
等
を
相
交
え
、
一
日
一
度
は
頓
写
、
一
度
は
大
施
餓
鬼
を
執

行
致
し
候
」
と
し
た
。
こ
の
大
施
餓
鬼
は
、
第
一
部
が
盂
蘭
盆
会
で

第
二
部
が
施
餓
鬼
で
、
第
三
部
が
法
事
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

桂
昌
院
の
中
陰
法
事
に
勤
め
た
次
第
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
盂
蘭

盆
と
施
餓
鬼
の
複
合
型
で
あ
る）

（
（

。

　
『
日
用
念
誦
』（
享
保
十
一
年
・
一
七
二
六
・
折
本
）
は
、
日
常
に

用
い
る
自
行
の
た
め
の
経
文
集
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
五
如
来
」
と

な
り
、「
施
食
儀
」
と
称
し
て
い
る
。
不
空
「
施
諸
餓
鬼
法
」
に
基

づ
い
て
東
に
向
っ
て
唱
え
る
勤
行
式
で
あ
る
。
現
行
の
施
餓
鬼
会
の

原
型
と
も
い
え
る
式
で
、
序
分
と
誦
経
念
仏
一
会
等
を
勤
め
ず
、
直

ち
に
施
餓
鬼
作
法
を
修
す
も
の
で
あ
る
。
食
作
法
後
に
簡
略
に
勤
め

る
た
め
の
「
施
食
儀
略
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
祐
天
寺
で
勤
め
て
い

た
勤
行
式
第
で
あ
る
『
浄
業
課
務
』
の
「
略
施
食
法
」
は
、『
日
用

念
誦
』
の
「
施
食
儀
略
」
と
同
文
で
あ
り
、
法
式
と
し
て
定
型
化
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
諦
忍
の
『
盆
供
施
餓
鬼
問

辨
』
に
掲
載
し
て
い
る
「
鹿
ケ
谷
施
餓
鬼
作
法
」
も
『
日
用
念
誦
』

と
ほ
ぼ
同
様
の
次
第
で
あ
る
。

　
『
浄
業
課
誦
附
録
』
の
「
外
堂
施
食
儀
」
は
、『
日
用
念
誦
』
の
次

第
に
三
帰
三
竟
・
四
弘
誓
願
・
懺
悔
・
臨
欲
命
終
時
等
を
加
え
て
い

る
。
こ
の
三
帰
三
竟
は
餓
鬼
を
仏
弟
子
と
す
る
作
法
で
あ
り
、
放
生

会
で
も
生
類
に
同
様
の
儀
礼
を
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
三
昧
耶

戒
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
授
与
三
帰
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
る
も

の
で
あ
る
。「
諦
か
に
聴
け
、
衆
鬼
。
法
食
已
に
満
た
し
。
発
心
念

仏
し
、
永
く
鬼
趣
を
離
れ
て
、
極
楽
に
往
生
せ
ん
。
普
ね
く
汝
等
の

た
め
に
三
宝
を
帰
命
し
奉
る
」
と
述
べ
て
、
三
帰
を
授
け
て
い
る
。

四
弘
誓
願
を
唱
え
、「
普
ね
く
一
切
餓
鬼
の
三
障
を
断
除
し
て
、
阿

弥
陀
仏
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
ん
が
た
め
に
帰
命
懺
悔
す
」
と
述

べ
、「
我
昔
」
を
「
衆
鬼
」
に
し
て
懺
悔
偈
を
唱
え
て
い
る
。「
衆
鬼

臨
欲
命
終
時
、
尽
除
一
切
諸
障
礙
、
面
見
彼
仏
阿
弥
陀
、
即
得
往
生

安
楽
刹
」
と
述
べ
て
総
回
向
偈
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
餓
鬼

衆
生
の
往
生
浄
土
を
念
じ
て
い
る）

（1
（

。

　
『
施
食
盆
供
辨
誤
』（
内
題
は
施
餓
鬼
儀
軌
并
辯
誤
、
版
心
は
盆
施

軌
）
は
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
二
念
庵
蔵
版
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
。
享
保
年
間
に
坊
中
が
申
し
合
わ
せ
し
た
式
次
第
に
対
す
る
批

判
書
で
あ
る
。
こ
の
奥
付
に
は
『
泉
谷
瓦
礫
集
』
の
表
白
と
祭
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
慧
頓
の
作
で
は
な
い
か
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
当
時
、
寺
家
方
は
盂
蘭
盆
会
と
施
餓
鬼
会
の
統
合
し
た
法
要
を
勤

め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
増
上
寺
は
香
衣
騒
動
の
只
中
で
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
所
化
方
が
『
蘭
盆
献
供
儀
』
内
題
「
縁
山
蘭
盆
献
供
行
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儀
」
と
、
こ
の
『
施
食
盆
供
辨
誤
』
を
坊
中
に
配
布
し
た
。
二
つ
の

法
会
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
式
次
第
に
準
じ
て
勤
め
る
べ
き

と
し
た
提
言
書
で
も
あ
る
。
所
化
方
が
盂
蘭
盆
会
と
施
餓
鬼
会
の
式

次
第
を
制
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
著
者
を
慧
頓
に
仮
託

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
食
を
加
持
し
て
餓
鬼
に
施
さ
ば
、
便

ち
無
量
の
福
徳
を
具
足
す
。
百
千
倶
胝
の
如
来
を
供
養
す
る
に
同

じ
」
と
述
べ
、
餓
鬼
に
施
す
こ
と
は
如
来
に
供
養
す
る
こ
と
と
同
等

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
水
向
け
に
相
当
す
る
導
師
施
食
呪
法
は
変

食
を
誦
し
て
い
る
間
に
呪
法
す
る
と
あ
る
が
、
詳
細
を
明
記
し
て
い

な
い
。「
五
智
仏
を
一
切
如
来
と
名
く
」
と
あ
り
、
施
餓
鬼
は
堂
内

の
四
方
と
中
央
に
五
如
来
（
一
切
の
如
来
）
を
勧
請
し
て
勤
め
る
密

教
的
な
法
要
で
あ
る
。
こ
の
「
施
餓
鬼
儀
軌
」
は
「
本
尊
前
式
十

条
」
と
「
施
食
場
の
式
十
五
条
」
と
「
本
尊
前
に
立
還
て
後
の
式
八

条
」
の
三
部
構
成
と
し
た
。

　

本
書
の
特
色
は
導
入
部
分
が
明
確
に
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

点
で
あ
る
。
先
ず
本
尊
前
施
食
壇
を
洒
水
し
、
香
偈
三
宝
礼
が
ま
だ

確
立
し
て
お
ら
ず
、
三
宝
礼
・
三
奉
請
・
供
華
焼
香
願
此
香
華
の

文
・
施
遶
・
歎
仏
偈
・
四
智
讃
・
表
白
と
な
っ
て
施
餓
鬼
作
法
を
勤

め
て
い
る
。
こ
こ
で
慧
頓
の
表
白
が
初
出
し
、
変
食
陀
羅
尼
の
後
に

祭
文
（
宣
疏
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
施
餓
鬼
作
法
後
に
、
本
尊

前
で
発
願
文
（
訓
読
）
を
読
み
、
三
帰
礼
で
終
え
る
式
次
第
で
あ
る
。

　
『
慎
徳
院
殿
新
葬
記　

第
二
』（
嘉
永
六
年
・
一
八
五
三
）
に
は
、

十
二
代
徳
川
家
慶
の
五
七
日
（
巳
の
刻
）
の
御
逮
夜
に
大
施
餓
鬼
を

勤
め
た
。
式
次
第
は
昭
和
版
の
施
餓
鬼
会
略
式
に
最
も
近
い
も
の
で

あ
る）

（（
（

。

　
『
広
本　

施
餓
鬼
作
法
』（
海
蔵
窟
蔵
・
文
久
二
年
・
一
八
六
二
）

は
原
本
に
印
明
観
の
印
図
が
闕
け
て
い
る
の
で
朱
図
し
た
と
い
う
。

本
書
は
天
台
宗
の
「
光
明
供
施
餓
鬼
次
第
」
の
施
餓
鬼
法
と
ほ
ぼ
同

じ
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、「
盆
施
餓
鬼
作
法
」
は
本
宗
の
施
餓
鬼
会

と
同
様
の
次
第
で
あ
る
（『
台
門
行
要
抄
』）。
不
空
の
『
施
諸
餓
鬼

法
』
を
引
用
し
て
、
印
明
観
を
示
し
て
い
て
い
る
の
で
密
教
的
儀
軌

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
変
食
陀
羅
尼
の
項
で
は
、「
食
已
皆
得

生
天
或
生
浄
土
」
と
あ
る
の
に
、「
生
天
或
」
を
削
除
し
て
い
る
。

ま
た
五
如
来
の
項
に
は
、「
速
離
苦
身
生
天
浄
土
」
と
あ
る
の
を

「
生
浄
土
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
浄
土
に
生
ず
る
「
観
」
を

取
っ
て
い
る）

（1
（

。

　
『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』
は
、『
浄
業
課
誦
附
録
』
か
ら
『
辨
誤
』
を
経

て
大
正
一
三
年
版
に
移
行
す
る
式
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
開

経
偈
の
偈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
経
の
行
道
が
特
色
で
あ

る
。
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明
治
四
十
三
年
版
『
法
要
集
』
は
、
増
上
寺
で
勤
め
ら
れ
て
い
た

式
次
第
で
あ
る
。
古
老
に
依
れ
ば
、
御
霊
屋
の
施
食
会
は
こ
の
次
第

で
勤
め
て
い
た
と
い
う
。「
一
心
奉
請
」
の
文
は
、
盂
蘭
盆
会
・
阿

弥
陀
懺
法
と
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
破
地
獄
偈
・
表
白
・
餓
鬼

回
向
文
が
な
い
の
は
、
御
霊
屋
前
で
の
簡
略
な
次
第
で
あ
ろ
う
。
御

忌
大
会
の
施
餓
鬼
会
で
は
、
こ
の
式
に
準
じ
て
勤
め
て
い
る
。

　

平
成
版
『
法
要
集
』
と
『
一
遇
』（
盂
蘭
盆
会
・
施
餓
鬼
会
）

　

平
成
版
の
式
次
第
は
『
一
遇
』
の
影
響
が
多
い
。
本
書
は
三
界
万

霊
の
書
式
を
「
餓
鬼
道
衆
生
之
霊
」
と
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
成
版
は
三
界
萬
霊
の
位
牌
が
削
除
さ
れ
、「
餓

鬼
道
衆
生
牌
」
を
安
置
し
て
い
る
。
こ
の
位
牌
は
宍
戸
栄
雄
師
の
発

案
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
開
経
偈
の
前
に
本
尊
前
に
複
座
す
る
式
次
第

も
宍
戸
栄
雄
師
の
説
で
あ
る
。
変
食
陀
羅
尼
の
作
法
は
、
五
如
来
壇

で
御
膳
の
浄
箸
作
法
を
行
い
、
施
餓
鬼
壇
で
シ
キ
ミ
の
枝
に
て
浄
水

を
壇
上
の
供
物
、
三
界
萬
霊
の
位
牌
に
散
洒
す
る
の
み
を
記
し
て
い

る
。「
水
向
け
」
と
い
う
語
彙
は
用
い
ず
、
詳
細
の
作
法
も
そ
の
由

来
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い）

（1
（

。

ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
平
成
版
『
法
要
集
』
は
『
一
遇
』（
昭
和
五
〇
年
・

再
版
）
の
説
に
依
っ
て
、
開
経
偈
の
前
に
転
座
し
、
三
界
萬
霊
が

「
餓
鬼
道
衆
生
牌
」
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
多
く
の
寺
院
は
従
来
通

り
の
五
如
来
壇
に
向
か
っ
て
勤
め
て
い
る
。『
法
要
集
』
に
は
三
界

萬
霊
の
位
牌
が
な
く
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
水
向
け
と
三
界
萬
霊

の
回
向
を
勤
め
て
い
る
。
施
食
は
「
等
施
無
差
別
」
に
基
づ
き
、
餓

鬼
道
だ
け
で
は
な
く
、
三
界
萬
霊
乃
至
法
界
平
等
利
益
と
回
向
し
て

い
る
。
従
っ
て
、『
諸
回
向
宝
鑑
』
に
記
し
て
い
る
従
来
通
り
の
荘

厳
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
五
如
来
の
前
に
三
界
萬
霊
と
そ
の

周
り
に
過
去
帳
と
新
亡
の
位
牌
を
安
置
す
る
、
一
蓮
托
生
の
配
置
で

あ
る
。『
浄
業
課
誦
附
録
』
は
す
べ
て
を
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
を
念
じ
て
い
る
。
現
行
の
表
白
（
生
天
説
）
と
宣
疏
・
餓
鬼
回
向

文
（
生
浄
土
説
）
と
は
整
合
性
が
な
い）

（1
（

。
改
め
て
宣
疏
と
餓
鬼
回
向

文
を
精
読
す
べ
き
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
餓
鬼
道
を
含
む
三
界
万
霊
を
回
向
す
る
法
要
で
あ
り
、

表
白
・
宣
疏
に
も
施
食
で
あ
っ
て
施
餓
鬼
会
と
称
し
て
い
な
い
。
従

っ
て
、「
施
餓
鬼
会
」
と
い
う
よ
り
は
、「
施
食
会
」
の
方
が
望
ま
し

い
。
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（　
『
日
本
の
絵
巻
』
七
。

（　

正
蔵
一
七
・
九
四
。『
恵
心
僧
都
全
集
』
一
・
二
〇
。

（　
『
岩
槻
市
史　

近
世
史
料
編
Ⅱ
』
八
一
七
。

（　

正
蔵
二
一
・
四
六
四
。

（　

普
集
印
咒
（
普
集
餓
鬼
陀
羅
尼
）・
開
地
獄
文
及
咽
喉
咒
（
開
地
獄
咽
喉

陀
羅
尼
）・
加
持
飲
食
陀
羅
尼
（
変
食
陀
羅
尼
）・
甘
露
法
味
陀
羅
尼
（
甘
露

水
陀
羅
尼
）・
一
字
水
輪
真
言
（
乳
海
陀
羅
尼
）・
五
如
来
（
真
言
な
し
、
宝

勝
如
来
で
な
く
多
宝
如
来
）・
三
昧
耶
戒
陀
羅
尼
（
三
昧
耶
陀
羅
尼
）・
発
遣

解
脱
真
言
（
な
し
）。
正
蔵
二
一
・
四
六
六
。

（　
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
五
七
・
一
〇
八
。

『
施
食
法
式
』
は
、「
南
無
十
方
仏
・
法
・
僧
・
南
無
大
慈
観
世
音
菩
薩
（
四

位
）、
浄
食
加
持
偈
、
変
食
陀
羅
尼
、
四
如
来
（
多
宝
・
妙
色
身
・
広
博

身
・
離
怖
畏
如
来
）、
生
飯
偈
、
回
向
偈
」。

（　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
四
日
の
「
施
餓
鬼
法
要
式
」
で
は
、

「
四
智
讃
、
次
合
鉢
、
次
に
導
師
捻
香
献
茶
三
拝
、
次
施
餓
鬼
、
次
四
奉
請

護
念
経
」
と
あ
り
、
位
牌
壇
の
前
で
東
側
に
施
餓
鬼
座
を
設
け
、
改
め
て
正

面
の
牌
前
に
向
か
っ
て
回
向
し
て
い
る
。
外
陣
で
の
施
餓
鬼
会
と
脇
陣
で
の

東
向
き
の
御
霊
屋
施
餓
鬼
と
を
区
分
し
て
い
る
。

（　
『
浄
土
宗
の
声
明　

資
料
編
』
四
〇
六
。

（　

四
智
讃
・
鐃
鈷
・
導
師
捻
香
・
六
奉
請
・
散
華
・
稽
首
釈
迦
・
我
等
各

為
・
三
宝
・
陀
羅
尼
・
水
向
・
祭
文
・
疏
・
伽
陀
光
明
・
七
如
来
・
弥
陀
大

呪
・
神
呪
加
持
・
汝
等
鬼
神
呪
・
四
奉
請
・
護
念
経
行
道
・
後
唄
回
向
。

『
増
上
寺
日
鑑
』
二
・
二
三
七
、
二
三
八
。

（0　
『
浄
土
宗
の
声
明　

資
料
編
』
五
八
四
。

（（　

増
上
寺
日
鑑
。
霊
一
一
・
二
三
七
。

（（　

雲
棲
袾
宏
『
竹
窓
三
筆　

明
末
仏
教
の
風
景
』
は
「
今
、
印
を
結
ん
だ
り

呪
を
と
な
え
た
こ
と
す
ら
精
一
に
で
き
な
い
の
に
、
ま
し
て
観
〔
心
に
よ

る
〕
力
〔
を
得
る
こ
と
〕
な
ど
で
き
る
は
ず
な
い
」（
四
二
〇
）
と
述
べ
て

い
る
。

（（　

経
偈
前
の
（
餓
鬼
回
向
文
）
十
念
の
次
に
撥
遣
弾
指
し
、
内
陣
向
に
転
向

し
、
開
経
偈
以
下
の
（
精
霊
へ
の
）
追
善
回
向
を
す
る
の
が
本
儀
で
あ
ろ
う
。

而
し
て
こ
の
間
に
内
陣
に
設
け
ら
れ
た
位
牌
壇
で
焼
香
す
れ
ば
、
追
善
の
た

め
に
施
餓
鬼
を
修
し
た
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。

（（　

拙
稿
「
施
餓
鬼
会
の
表
白
に
つ
い
て
」『
佛
教
論
叢
』
六
五
・
六
一
。
池

上
良
正
氏
は
、「
盂
蘭
盆
」
と
「
施
餓
鬼
」
を
「
生
者
が
死
者
を
救
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
救
い
も
得
る
」
と
い
う
洗
練
さ
れ
た
救
済
シ
ス
テ
ム
が

形
成
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
宗
教
学
の
研
究
課
題
と
し
て
の
『
施
餓

鬼
』」
駒
沢
大
学
『
文
化
』
三
二
。

　
『
往
生
要
集
』
の
水
向
け
の
件
は
、
宮
入
良
光
師
と
山
田
紹
隆
師
よ
り
教
授

賜
っ
た
。
こ
こ
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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隆
円
編
『
鎌
倉
法
語
集
』
に
つ
い
て
―
引
用
元
調
査
を
中
心
に
―

瀬　

高　

佑　

晃

　

は
じ
め
に
─
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
概
要
─

　

大
本
山
光
明
寺
記
主
禅
師
研
究
所
で
は
、
隆
円
編
『
鎌
倉
法
語

集
』
の
翻
刻
を
行
い
、
現
在
は
現
代
語
訳
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
見
え
て
き
た
、『
鎌
倉
法
語
集
』
の
概
要
と
引
用
元
を
整
理

し
て
い
き
た
い
。

　
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
先
行
研
究
と
し
て
、『
記
主
禅
師
研
究
所
紀

要
』
第
三
号
所
収
の
大
谷
慈
通
氏
の
「
隆
円
編
『
鎌
倉
法
語
集
』
一

巻
解
題）

（
（

」
が
あ
り
、
そ
ち
ら
を
参
考
に
整
理
し
て
い
く
。

　
『
鎌
倉
法
語
集
』
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
、

浄
土
宗
第
三
祖
然
阿
良
忠
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
の

著
作
な
ど
か
ら
抜
粋
し
、
仮
名
交
じ
り
の
文
章
に
編
集
さ
れ
た
法
語

集
で
あ
る
。

　

編
者
は
託
蓮
社
調
誉
順
阿
隆
円
〔
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）—

天

保
五
年
（
一
八
三
四
）〕。
江
戸
時
代
後
期
の
学
僧
で
、
京
都
北
野
専

念
寺
に
住
し
、
史
伝
と
伝
法
に
精
通
し
た
宗
学
者
で
あ
っ
た
。『
浄

業
信
法
訣
』、『
吉
水
瀉
瓶
訣
』、『
近
世
念
仏
往
生
伝
』
な
ど
多
数
の

著
作
が
あ
る
。

　
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
成
立
は
奥
書
に
よ
る
と
、
在
家
信
者
が
信
冏

〔
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）—

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）〕
編
『
筑
紫

法
語
集
』
を
読
み
、
聖
光
に
は
『
筑
紫
法
語
集
』
の
よ
う
に
仮
名
交

じ
り
で
編
纂
さ
れ
た
法
語
集
が
あ
り
、
在
家
信
者
で
も
容
易
に
教
え

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自
分
た
ち
は
良
忠
の
教
え
の
御
恩
を

受
け
な
が
ら
も
、
良
忠
の
法
語
を
知
ら
な
い
と
し
て
、
良
忠
の
法
語

集
の
制
作
を
隆
円
に
懇
願
し
た
。
そ
の
折
、
三
重
県
松
坂
清
光
寺
の

卓
明
か
ら
、
先
代
住
職
で
あ
る
信
冏
の
七
回
忌
の
供
養
の
た
め
に
本

を
作
成
し
て
欲
し
い
と
資
金
援
助
を
受
け
、
刊
行
に
至
っ
た
。

　

文
政
九
年
の
版
本
以
外
の
版
本
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
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の
、
巻
頭
に
あ
る
良
忠
伝
記
の
題
名
が
「
然
阿
良
忠
上
人
大
和
尚
傳

略
」
と
「
然
阿
良
忠
上
人
大
和
尚
小
傳
」
と
若
干
異
な
る
版
本
が
あ

り
、
一
部
改
版
し
て
再
版
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
下
、『
鎌
倉
法
語
集
』
の
引
用
元
を
整
理
し
、
江
戸
時
代
の
学

僧
で
あ
る
隆
円
が
、
民
衆
教
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
点
を
重
視
し

て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、『
鎌
倉
法
語
集
』
の
概
要
と
構
成

　
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
構
成
は

　

㈠
良
忠
の
紹
介
・
伝
記

　

㈡
良
忠
の
法
語

　

㈢
奥
書

と
な
っ
て
い
る
。

　

㈠
良
忠
の
紹
介
・
伝
記
に
関
し
て
は
、
良
忠
の
二
祖
三
代
と
し
て

の
立
ち
位
置
を
紹
介
し
、
良
忠
の
生
涯
を
記
し
て
い
る
。
伝
記
に
つ

い
て
は
、
表
現
の
異
な
り
は
あ
る
が
、
内
容
は
概
ね
『
然
阿
上
人

伝
』
を
簡
略
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

次
に
本
文
で
あ
る
㈡
良
忠
の
法
語
部
分
に
つ
い
て
、
良
忠
の
著
作

の
う
ち
九
種
と
、『
一
言
芳
談
抄
』、『
浄
土
述
聞
口
決
鈔
』、『
新
撰

往
生
伝
』
か
ら
全
部
で
三
〇
の
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

を
記
載
順
に
並
べ
簡
単
に
分
類
し
て
み
る
。

Ａ
『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』

①
法
然
と
良
忠
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
〇
〇
上
）

②
三
心
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
〇
二
下
～
七
〇
五

上
）

③
破
戒
と
往
生
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・　

六
九
八
下
～

六
九
九
上
）

④
念
仏
の
専
修
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
〇
〇
上
下
）

Ｂ
『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』

⑤
聖
光
の
口
伝
（
三
心
に
つ
い
て
）（
浄
全
一
〇
・
五
四

下
）

⑥
聖
光
の
口
伝
（
念
仏
に
つ
い
て
）（
浄
全
一
〇
・
四
九

上
）

⑦
聖
光
の
口
伝
（
三
心
に
つ
い
て
）（
浄
全
一
〇
・
五
六

上
）

⑧
聖
光
の
口
伝
（
三
心
に
つ
い
て
）（
浄
全
一
〇
・
五
六

上
）

⑨
聖
光
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
五
九
上
）

Ｃ
『
一
言
芳
談
抄
』

⑩
三
心
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
九
一
下
）
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⑪
浄
土
宗
の
元
意
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
九
一
下
）

⑫
三
心
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
九
四
上
）

⑬
本
願
と
因
果
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
九
一
下
）

⑭
見
仏
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
八
七
上
）

⑮
聖
光
に
つ
い
て
（
続
淨
八
・
三
八
七
下
）

Ｄ
『
浄
土
大
意
鈔
』

⑯
浄
土
門
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
一
三
上
下
）

⑰
正
助
二
業
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
一
四
上
下
）

⑱
凡
夫
と
念
仏
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
一
五
下
）

⑲
念
仏
に
つ
い
て
（
浄
全
一
〇
・
七
一
五
下
～
七
一
六

上
）

Ｅ
『
浄
土
宗
要
集
』（『
東
宗
要
』）

⑳
専
修
念
仏
と
余
行
に
つ
い
て
（
浄
全
一
一
・
八
九
上
））

㉑
三
心
に
つ
い
て
（
浄
全
一
一
・
九
四
下
）

㉒
三
心
に
つ
い
て
（
浄
全
一
一
・
九
四
下
）

Ｆ
『
観
念
法
門
私
記
』

㉓
読
誦
と
念
仏
に
つ
い
て
（
浄
全
四
・
二
五
六
下
）

Ｇ
『
安
楽
集
私
記
』

㉔
輪
廻
に
つ
い
て　
（
浄
全
一
・
七
三
八
上
）

Ｈ
『
浄
土
述
聞
口
決
鈔
』

㉕
良
忠
の
機
根
と
念
仏
往
生
に
つ
い
て
（
浄
全
一
一
・
五

八
八
下
～
五
八
九
上
）

Ｉ
『
往
生
要
集
義
記
』

㉖
邪
命
の
苦
と
菩
提
心
に
つ
い
て
（
浄
全
一
五
・
一
八
五

下
）

Ｊ
『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』

㉗
本
願
に
つ
い
て
（
浄
全
七
・
二
三
五
下
）

Ｋ
『
決
疑
鈔
裏
書
』

㉘
三
心
に
つ
い
て
（
浄
全
七
・
三
六
九
～
三
七
〇
下
）

Ｌ
『
新
撰
往
生
伝
』

㉙
三
祖
記
主
禅
師
起
請
文
（
浄
全
一
七
・
五
〇
九
））

㉚
四
祖
白
籏
上
人
起
請
文
（
浄
全
一
七
・
五
〇
九
）

引
用
さ
れ
て
い
る
書
籍
の
中
で
『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』、『
浄
土

大
意
鈔
』
は
大
部
に
渡
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。
念
仏
者
に
向
け
た
著

作
や
民
衆
教
化
の
た
め
の
著
作
を
中
心
に
引
用
し
て
い
る
の
は
、
奥

書
に
記
さ
れ
る
隆
円
の
意
図
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
の
㈢
奥
書
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
刊

行
に
至
る
ま
で
の
経
緯
、
隆
円
の
編
纂
の
意
図
、
法
然
・
聖
光
・
良

忠
の
生
没
年
、
信
冏
ほ
か
在
家
信
者
の
供
養
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
隆
円
は
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
簡
潔
な
も
の
を
目
指
し
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て
お
り
、
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
外
傳で
ん
づ
う
き

通
記
。
決け
つ
ぎ
せ
う

疑
鈔
。
決け
つ

答た
ふ

。
宗
し
ゆ
う

要え
う

等と
う

の
う
ち
よ
り
ぬ
き

う
つ
さ
は
。
そ
こ
ば
く
有あ
る

べ
し
と
い
へ
ど
も
。
そ
は
そ
の
見
る

人
に
一う
ち

任ま
か

す
。
今い
ま

は
わ
が
心
に
う
か
ぶ
ま
に
〳
〵
。
略み
し
かな

る
を

要え
う

と
し
て
。
懶
も
の
う
き

情こ
ゝ
ろの

人
に
も
。
見
や
す
か
ら
し
め
む
と
思
ふ

の
み
。

棒
線
部
の
よ
う
に
、
こ
の
他
に
抜
粋
す
べ
き
文
章
は
あ
る
が
、
在
家

信
者
や
普
段
か
ら
教
え
に
接
し
て
な
い
人
で
も
手
に
取
り
や
す
く
、

理
解
し
や
す
い
よ
う
簡
潔
な
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
良
忠
の

法
語
の
要
点
の
み
を
編
纂
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

二
、『
鎌
倉
法
語
集
』
と
引
用
元
資
料
の
比
較

　

先
述
し
た
通
り
、
文
章
量
で
い
う
と
『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』、

『
浄
土
大
意
鈔
』
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
決
疑
鈔
裏
書
』

は
三
心
の
事
全
文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
一
文

二
文
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
割
合
で
見
る
と
、『
浄
土
宗
行

者
用
意
問
答
』
が
総
引
用
部
分
の
三
割
、『
浄
土
大
意
鈔
』・『
決
疑

鈔
裏
書
』
が
そ
れ
ぞ
れ
二
割
ず
つ
に
な
る
。

　

全
体
的
に
、
引
用
元
の
文
章
を
仮
名
交
じ
り
の
文
章
に
書
き
換
え

て
、
送
り
仮
名
や
漢
字
、
人
物
の
名
前
を
補
う
よ
う
に
引
用
さ
れ
て

い
て
、
引
用
元
と
の
差
異
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
所
々
異
な
っ

た
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
た
た
め
、
比
較
し
て
み
た
い
。

【
比
較
①
】

『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』（『
浄
全
』
一
〇
・
七
〇
三
上
）

其
敎
ニ
隨
フ
者
愚
癡
重
惡
ノ
輩
ノ
ツ
ヤ
ツ
ヤ
三
心
ノ
名
ヲ
ダ
ニ

モ
知
ラ
ヌ
ガ
平
ニ
、
念
佛
シ
テ
臨
終
ニ
奇
瑞
マ
デ
顯
テ
往
生
ス

ル
者
ノ
都
鄙
ニ
聞
ヘ
候
ナ
リ
。

『
鎌
倉
法
語
集
』
引
用
部
分

其そ
の

教を
し
へに
随し
た
がふ
者
。
愚ぐ

ち痴
十
悪あ
く

の
輩
と
も
が
らの
。
つ
や
〳
〵
三
心
の
名な

を

だ
に
も
し
ら
ぬ
が
。
ひ
ら
に
念
佛
し
て
。
臨り
ん
じ
ゆ
う終に

奇き

瑞ず
ゐ

ま
で
あ

ら
は
れ
て
。
往
生
す
る
も
の
都と

鄙ひ

に
聞き
こ

え
候
な
り
。

【
比
較
②
】

『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』（『
浄
全
』
一
〇
・
五
四
下
）

先
師
ノ
定
言
ニ
云
。
助
ケ
給
ヘ
阿
彌
陀
佛
ト
云
云
。
有
時
予
ニ

示
シ
テ
云
。
凡
ソ
諸
師
ノ
習
皆
最
要
ノ
一
言
有
リ
。
善
導
ハ
本

願
往
生
。
惠
心
ハ
因
明
直
辨
也
。
辨
阿
ハ
助
ケ
給
ヘ
阿
彌
陀
佛

ト
心
ニ
モ
思
ヒ
口
ニ
モ
云
フ
也
。

『
鎌
倉
法
語
集
』
引
用
部
分

決け
つ
た
ふ
に答

云
。
先
師
鎮西
定ぢ
や
う
ご
ん
に言

云
。
助た
す
けた

ま
へ
阿
弥
陀
仏
と
云
々
。
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有あ
る

時と
き

予よ

に
し
め
し
て
云
。
凡
お
よ
そ

諸し
よ

師し

の
習な
ら

ひ
。
皆み
な

最さ
い

要え
う

の
一ひ
と
こ
と言
あ

り
。
善ぜ
ん
だ
う導

は
本ほ

ん
ぐ
わ
ん
ね
ん
ぶ
つ

願
念
佛
。
恵ゑ

心し
ん

は
因い
ん
み
や
う
ぢ
き
べ
ん

明
直
辨
な
り
。
辨べ
ん
あ阿

は
助

給
へ
阿
弥
陀
佛
と
。
心
に
も
思
ひ
。
口
に
も
い
ふ
な
り
と
。

【
比
較
③
】

『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』（『
浄
全
』
一
〇
・
五
六
上
）

先
師
ノ
口
傳
セ
ラ
レ
候
シ
ハ
念
佛
ヲ
申
セ
バ
往
生
ス
ル
也
ト
云

フ
事
ヲ
聞
テ
其
ノ
言
バ
ヲ
許
ス
時
三
心
ヲ
同
時
ニ
具
ス
ル
也
。

『
鎌
倉
法
語
集
』
引
用
部
分

又
云
。
先
師
鎮西
口く
で
ん傳
せ
ら
れ
候
し
は
。
念
佛
申
せ
は
往
生
す
る

な
り
と
い
ふ
事
を
聞き
ゝ

て
。
其そ
の

こ
と
ば
を
ゆ
る
す
時
。
三
心
を
一

時ど
き

に
具ぐ

す
る
な
り
と

　

こ
の
比
較
①
・
②
・
③
で
は
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
あ
る

が
、
隆
円
が
ど
の
よ
う
に
意
図
し
た
も
の
か
、『
浄
全
』
と
『
鎌
倉

法
語
集
』
の
底
本
の
違
い
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
差
異

が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

以
上
、『
鎌
倉
法
語
集
』
の
引
用
元
資
料
の
比
較
を
行
っ
た
。
先

述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
和
文
体
に
し
て
、
漢
字
や
送
り
仮
名
、

人
名
を
補
う
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。
所
々
語
句
の
違
い
が
あ
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
文
章
の
内
容
に
差
し
支
え
な
い
範
囲
の
差
異
で
あ
る
。

三
、『
鎌
倉
法
語
集
』
引
用
元
の
傾
向
に
つ
い
て

　
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
引
用
元
に
つ
い
て
は
前
項
に
記
し
た
通
り
で

あ
る
が
、
次
は
そ
の
内
容
と
傾
向
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
全
三

〇
の
引
用
文
の
う
ち
大
ま
か
に
分
け
る
と
、
三
心
に
つ
い
て
の
も
の

が
一
〇
個
、
念
仏
に
つ
い
て
の
も
の
が
六
個
と
な
り
、
そ
の
他
は
本

願
に
つ
い
て
、
聖
光
に
つ
い
て
、
戒
に
つ
い
て
、
機
根
に
つ
い
て
な

ど
と
な
る
。
全
体
の
三
分
の
一
が
三
心
に
つ
い
て
の
法
語
の
引
用
と

な
っ
て
お
り
、
隆
円
が
在
家
信
者
に
対
し
て
三
心
を
理
解
す
る
こ
と

を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
い
く
つ
か
例
を
挙

げ
て
見
て
い
く
。

　

三
心
に
つ
い
て
の
引
用
は
前
項
の
【
比
較
③
】
で
挙
げ
た
引
用
の

ほ
か
に
簡
潔
な
も
の
と
し
て
は

⑴
又
云
。
先
師
鎮西
の
仰
候
は
。
故
上
人
吉水
宣の
た
まひ

し
は
。
往
生
の

た
め
に
念
佛
を
申
時
。
此
念
佛
の
行ぎ
や
うを
心
に
大た
い
え
う要
な
り
と
覚お
ぼ
えて
。

行
ず
る
に
つ
き
て
。
勇い
さ
みあ
り
て
。
常つ
ね

に
念
佛
を
申
さ
ん
と
欲ほ
つ

す

る
も
の
は
。 

我わ
が
み身
す
で
に
三
心
を
具ぐ

し
た
り
と
思
ふ
べ
き
也

（『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
か
ら
の
引
用
）

⑵
一い
ち
ご
ん
ほ
ふ
だ
ん
に

言
法
談
云
。
然
阿
上
人
云
。
三
心
を
具
せ
ざ
る
も
の
も
。

お
し
て
決
け
つ
ぢ
や
う定

往
生
と
思
へ
ば
。
此
故こ
じ
つ実

に
よ
り
て
。
は
じ
め
て
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三
心
を
具ぐ

す
る
な
り
（『
一
言
芳
談
抄
』
か
ら
の
引
用
）

⑶
又
云
。
い
つ
は
ら
ざ
る
心
を
も
て
。
佛
の
本
願
を
信し
ん

し
て
。

ま
さ
に
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
。
是こ
れ

を
三
心
と
い
ふ
な
り
（『
一

言
芳
談
抄
』
か
ら
の
引
用
）

な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
文
の
み
の
引
用
で
あ
り
、
分
か
り
や
す

い
こ
と
か
ら
隆
円
が
抜
粋
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
、
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
気
に
な
る
も
の
を
い

く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

⑷
又
云
。
佛ぶ
つ

弟で

し子
に
道だ
う
ぞ
く俗
あ
り
。
俗
と
い
ふ
は
在ざ
い
け家
也
。
五ご
か
い戒

を
持た
も
ちて

念
仏
す
べ
し
。
道だ
う

と
い
ふ
は
出し
ゆ
つ
け家

也
。
十じ
つ

戒か
い

具ぐ

足そ
く

戒か
い

を

持た
も
ちて

念
佛
す
べ
し
。
中畧
問と
ふ
て

云い
は
く。

若も
し

し
か
ら
ば
。
破は
か
い戒

。
無む
か
い戒

の
者
は
。
念
佛
す
と
も
往
生
は
か
な
ふ
ま
じ
き
や
。
答
こ
た
へ
て

云
。

破は
か
い戒

の
人
の
中
に
二
つ
有あ
り

。
一
に
は
止し

悪あ
く

修
し
ゅ
う
ゆ

善ぜ
ん

の
道だ
う
り理

を
存ぞ
ん

じ
な
が
ら
。
貪ど
ん
じ
ん瞋

に
逼せ
め

ら
れ
て
。
戒か
い
ほ
ん品

を
破や
ぶ

る
者も
の

あ
り
。
二
に

は
悪あ
く

見け
ん

を
起お
こ

し
て
。
他た
り
き力
本ほ
ん
ぐ
わ
ん
願
を
信し
ん

ぜ
ん
も
の
は
罪ざ
い
あ
く悪
を
恐お
そ

る

べ
か
ら
ず
と
存
じ
て
。
恣
ほ
し
ひ
ま
ゝに
悪あ
く

を
作つ
く

る
人
あ
り
。
此
二
人
の

中
に
。
後の
ち

の
人
は
往
生
す
べ
か
ら
ず
。
前
の
人
は
往
生
す
べ
し
。

本
書
を
ひ
ら
き
て

悉
く
見
る
へ
し

（『
浄
土
宗
行
者
用
意
問
答
』
か
ら
の
引
用
）

⑷
の
引
用
で
は
、
浄
土
宗
に
お
け
る
持
戒
、
止
悪
修
善
と
往
生
の
可

否
に
つ
い
て
の
文
章
で
あ
る
。
隆
円
は
在
家
信
者
に
対
し
て
持
戒
の

重
要
性
も
示
し
て
い
る
。
途
中
の
中
略
部
分
に
は
善
導
と
懐
感
の
持

戒
に
つ
い
て
の
説
示
が
記
さ
れ
て
お
り
、
割
注
で
「
本
書
を
ひ
ら
き

て
悉
く
見
る
へ
し
」
と
記
し
て
お
り
、
途
中
の
中
略
し
た
部
分
も
読

む
よ
う
勧
め
て
い
る
。

⑸
要え
う

集し
ふ

記き
に

云
。
予
良忠
常つ
ね

に
心し
ん

念ね
ん

す
ら
く
。
沙し
や
も
ん門

の
形か
た
ちを

得う

る
事こ
と

は
。
是こ
れ

幸さ
い
は
ひな
る
に
似に

た
り
と
い
へ
ど
も
。
一い
ち
ご期
の
間
あ
い
だ

邪じ
や

命み
や
うの

が
れ
が
た
し
。
此こ
の

酬し
う
く
わ果
の
苦く

い
か
ゞ
せ
ん
。
但た
ゞ

し
菩ぼ
だ
い提
心し
ん

を
発お
こ

し
て
。
彼か
の

罪ざ
い

業ご
ふ

を
消し
や
うせ
む
。
然し
か

る
に
上
じ
や
う

求ぐ

下げ

化け

は
是こ
れ

発お
こ

し
が
た

し
と
い
へ
ど
も
。
願
ぐ
わ
ん

往わ
う

生じ
や
う

心し
ん

は
菩ぼ

提た
い

心し
ん

に
当あ
た

れ
り
。
此
故ゆ
ゑ

に

信し
ん
せ施

の
酬し
う

報は
う

を
恐お
そ
れれ

ん
も
の
は
。
巧た
く
みに

願
ぐ
わ
ん

往
生
の
心し
ん

を
発お
こ

す
べ

き
な
り
。（『
往
生
要
集
義
記
』
か
ら
の
引
用
）

　

⑸
の
引
用
で
は
浄
土
宗
の
菩
提
心
に
つ
い
て
の
文
章
を
引
用
し
て

い
る
。
上
求
下
化
の
心
は
発
し
難
い
と
し
な
が
ら
も
、
菩
提
心
と
は

願
往
生
心
で
あ
る
と
明
記
し
て
お
り
、
願
往
生
心
を
発
す
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。

　

以
上
、『
鎌
倉
法
語
集
』
引
用
元
の
内
容
と
傾
向
に
つ
い
て
例
を

挙
げ
て
述
べ
て
き
た
。
全
体
の
引
用
数
の
内
三
分
の
一
が
三
心
に
つ

い
て
の
法
語
で
あ
り
、
隆
円
が
在
家
信
者
に
対
し
て
、
三
心
の
理
解

を
最
も
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
浄
土
宗
行
者
用

意
問
答
』、『
決
疑
鈔
裏
書
』
か
ら
の
引
用
で
は
、
三
心
を
一
つ
ず
つ
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解
説
し
、『
決
答
授
手
印
疑
問
鈔
』
な
ど
か
ら
の
引
用
で
は
、
要
点

を
抑
え
た
短
文
を
抜
粋
し
、
在
家
信
者
や
初
学
者
に
も
分
か
り
や
す

い
法
語
集
と
な
る
よ
う
心
掛
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
鎌
倉
法
語
集
』
の
概
要
と
引
用
元
に
関
す
る
調
査
を

行
っ
た
。
法
語
集
と
し
て
は
、
良
忠
の
著
作
か
ら
平
易
で
分
か
り
や

す
い
文
章
か
ら
、
短
文
を
中
心
に
引
用
し
、
そ
こ
に
書
き
下
し
や
送

り
仮
名
、
人
物
名
な
ど
を
補
っ
て
い
る
。
し
か
し
隆
円
の
意
図
に
よ

る
も
の
か
、
全
体
の
内
容
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
所
々
語
句
の
書
き

換
え
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
の
学
僧
で
あ
る
隆
円
が
、
当
時
の
在
家
信
者
や

民
衆
教
化
に
向
け
て
何
を
重
要
視
し
て
い
た
か
を
考
察
し
た
。
そ
の

結
果
、
全
体
の
引
用
数
・
文
章
量
か
ら
見
て
、
主
に
三
心
に
つ
い
て

重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
民
衆
の
間
で
も

念
仏
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の
心
構
え
に
つ
い

て
知
ら
な
い
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
良
忠
の
伝
記
部

分
に
つ
い
て
、『
然
阿
上
人
伝
』
と
の
比
較
、
隆
円
が
同
じ
く
編
纂

し
た
『
吉
水
法
語
集
』・『
鎮
西
法
語
集
』
と
の
引
用
の
傾
向
の
比
較

な
ど
取
り
組
ん
で
み
た
い
。

（　
『
記
主
禅
師
研
究
所
紀
要
』
三
（
大
本
山
光
明
寺
記
主
禅
師
研
究
所
、
二

〇
二
〇
年
）
九
七
頁
～
一
〇
〇
頁
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内
証
の
三
身
攷
―
法
然
上
人
と
源
信
僧
都
の
仏
身
論
と
の
相
違
点
を
中
心
に
―

曽　

根　

宣　

雄

一
、
は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
の
仏
身
論
及
び
阿
弥

陀
仏
観
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
い
く
つ
か
考
察
を
加
え
て
き
た）

（
（

。

法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
格
に
つ
い
て
は
、
道
綽
・
善
導
の
定
義
を

継
承
し
報
身
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
別
稿
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、

法
然
の
阿
弥
陀
仏
理
解
の
特
徴
と
は
、
法
身
的
解
釈
か
ら
の
決
別
・

転
換
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
法
然
教
学
の
確
立
と
は
純
粋
な
而
二
相

対
論
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（
（

。
今
回
は
、
法
然

の
説
く
「
内
証
の
三
身
」
を
取
り
上
げ
、
何
故
に
そ
う
い
っ
た
解
釈

を
提
示
し
た
の
か
、
ま
た
そ
の
意
義
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
源
信
の
仏
身
論
と
法
然
の

仏
身
論
が
、
本
質
的
に
同
類
の
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も

ふ
れ
て
み
た
い）

（
（

。

二
、
法
然
の
説
く
三
身
即
一
（
内
証
の
三
身
）

　

法
然
の
「
三
身
即
一
」
論
（
三
身
同
体
論
）
を
示
す
資
料
と
し
て

は
、『
往
生
浄
土
用
心
』『
逆
修
説
法
』『
選
択
集
』
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
は
、
以
下
の
様
に
あ
る
。

弥
陀
如
来
こ
の
事
を
悲
し
み
思
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
申
し
し
古
、

我
等
が
行
じ
難
き
僧
祇
の
苦
行
を
兆
載
永
劫
が
間
、
功
を
積
み

徳
を
累
ね
て
阿
弥
陀
仏
に
成
り
た
ま
え
り
。
一
仏
に
具
へ
た
ま

え
る
四
智
三
身
十
力
無
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
光

明
説
法
利
生
等
の
外
用
の
功
徳
、
様
様
な
る
を
、
三
字
の
名
字

の
中
に
摂
め
入
れ
て
、
こ
の
名
号
を
十
声
一
声
ま
で
も
称
え
ん

者
を
必
ず
迎
え
ん
、
も
し
迎
え
ず
ば
我
仏
に
成
ら
じ
と
誓
い
た

ま
え
る
に
、
か
の
仏
今
現
に
世
に
在
し
て
仏
に
成
り
た
ま
え
り）

（
（

。

　

阿
弥
陀
仏
は
、
末
法
の
凡
夫
の
こ
と
を
哀
れ
ん
で
、
法
蔵
菩
薩
時
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に
私
達
凡
夫
に
行
じ
が
た
い
苦
行
を
兆
載
永
劫
の
間
修
し
仏
と
な
っ

た
。
そ
の
阿
弥
陀
一
仏
に
具
え
ら
れ
た
四
智
三
身
十
力
無
畏
等
の
一

切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
光
明
説
法
利
生
等
の
外
用
の
功
徳
を
（
阿

弥
陀
の
）
三
字
の
名
号
に
摂
め
入
れ
て
、「
こ
の
名
号
を
称
え
た
者

を
必
ず
浄
土
に
迎
え
よ
う
、
も
し
実
現
し
な
け
れ
ば
仏
と
な
ら
な

い
」
と
誓
わ
れ
て
成
仏
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
三
身
を

内
証
の
功
徳
と
し
て
い
る
。

　

次
に
『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
み
て
み
よ
う
。
四
七
日
に
は
、

（
Ａ
）
佛
ニ
有
二マ
ス
惣
別
ノ
二
功
徳
一。
先
ツ
惣
ト
者
、
四
智
三
身
等
ノ

功
徳
也
。
一
切
ノ
諸
佛
ハ
内
證
等
ク
具
シ
テ
一
佛
モ
無
異
故
ニ
、
諸

経
ノ
中
ニ
説
二ニ
佛
ノ
功
徳
一ヲ
、
惣
シ
テ
不
レ
説
二
内
證
ノ
功
徳
一ヲ
ハ
、
唯
別

シ
テ
説
二ク
外
用
ノ
功
徳
一ヲ
也
。（
Ｂ
）
雖
レ
爾
ト
爲
二ニ
善
根
成
就
一ノ
、
三

身
ノ
功
徳
如
レク
形
ノ
可
レシ
奉
レル
説
キ
。（
Ｃ
）
先
ツ
法
身
ト
者
、
是
レ
無

相
甚
深
之
理
ナ
リ
也
。
一
切
ノ
諸
法
畢
竟
空
寂
ナ
ル
ヲ
即
名
二ク
法
身
一ト
。

次
ニ
報
身
ト
者
非
二ス
別
物
一ニ
、
解
二リ
知
ル
彼
ノ
無
相
之
妙
理
一ヲ
智
惠
ヲ

名
二ル
報
身
一ト
ハ
也
。
所
知
ヲ
ハ
名
二ケ
法
身
一ト
、
能
知
ヲ
ハ
名
二
報
身
一ト
也
。

此
ノ
法
報
之
功
徳
周
二
遍
セ
リ
法
界
一ニ
、
無
レ
不
三云
コ
ト
周
二
遍
菩
薩
二

乗
ノ
之
上
ヘ
、
乃
至
六
趣
四
生
之
上
一ニ
モ
矣
。
次
ニ
應
身
ト
者
、

爲
三
濟
二
度
セ
ン
カ
衆
生
一ヲ
、
於
二テ
無
際
限
ノ
中
一ニ
示
二シ
際
限
一ヲ
、
於
二テ
無

功
用
ノ
中
一ニ
現
二シ
功
用
一ヲ
給
ヘ
ル
也
。
凡
ソ
於
二テ
ハ
其
ノ
佛
ノ
功
徳
一ニ
者
、

等
覺
無
垢
ノ
菩
薩
ス
ラ
、
則
非
二ス
其
ノ
覺
知
ノ
之
境
界
一ニ
、
況
ヤ
薄
地

ノ
凡
夫
ヲ
ヤ
乎）

（
（

。

 

【（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）
は
筆
者
が
挿
入
し
た
】

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
身
論
は
（
Ａ
）
と
（
Ｃ
）
が
、
同
内
容

を
説
明
す
る
三
身
論
と
捉
え
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。

そ
れ
故
に
筆
者
は
、（
Ａ
）
の
部
分
は
「
内
証
の
三
身
」
を
説
く
も

の
で
あ
り
、（
Ｃ
）
の
部
分
は
三
身
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
を
し
て
い
る

も
の
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
一
見
す
る
と
一
般
的
な
仏
の
三
身

即
一
と
三
身
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
が
、
三
身
具

足
は
あ
く
ま
で
も
内
証
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、（
Ａ
）
は
三
身
同
体
論
、（
Ｃ
）
は
三
身
別
体
論

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る）

（
（

　

さ
て
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
は
、（
Ａ
）
の
内
容
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
仏
に
総
別
の
二
功
徳
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
総
＝

内
証
、
別
＝
外
用
と
し
、
内
証
を
諸
仏
平
等
、
外
用
を
仏
の
個
別
性

を
表
す
も
の
と
定
義
し
、
そ
の
上
で
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、

総
＝
内
証
―
諸
仏
平
等
―
四
智
三
身
等

別
＝
外
用
―
仏
の
個
別
性

と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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続
い
て
『
選
択
集
』
の
第
三
章
に
は
、

初
ニ
勝
劣
ト
ハ
者
念
佛
ハ
是
レ
勝
餘
行
ハ
是
レ
劣
ナ
リ
所ユ

エ以
者
何
イ
カ
ン
ト

ナ
レ
バ
名
號
ハ
是
レ
萬
徳
ノ
所
レ
歸
ス
ル
也
然
レ
バ
則
チ
彌
陀
一
佛
ノ
所
有

ル
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
ノ
一
切
ノ
内
證
ノ
功
徳
相

好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
ノ
一
切
ノ
外
用
ノ
功
徳
皆
悉
ク
攝
二
在

阿
彌
陀
佛
ノ
名
號
之
中
一ニ
故
二
名
號
功
徳
最
モ
爲
レ
勝
也
餘
行
ハ

不
レ
然
ラ
各
守
二ル
一
隅
一ヲ
是
以
爲
レ
劣
ト
也）

（
（

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
勝
劣
の
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所

で
あ
る
。
法
然
は
念
仏
の
功
徳
が
余
行
と
比
較
し
て
勝
れ
て
い
る
の

は
、
万
徳
の
帰
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
と
し
、
阿
弥
陀
仏
の
具

足
し
た
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
・

光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
外
用
の
功
徳
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に

摂
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
名
号
の
功
徳
が
最
勝
と
な
る

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
整
理
す
る
な
ら
ば
、

内
証
―
四
智
・
三
身
・
十
力
・
四
無
畏
等
の
功
徳

外
用
―
相
好
・
光
明
・
説
法
・
利
生
等
の
功
徳

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
や
は
り
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
『
往
生
浄
土
用
心
』『
逆
修
説
法
』『
選
択
集
』
の
思
想

変
遷
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
考
察
を
加
え
た）

（
（

。
こ
こ
で
確
認

し
た
い
の
は
、『
往
生
浄
土
用
心
』『
逆
修
説
法
』『
選
択
集
』
に
お

い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
三
身
具
足
を
内
証
の
功
徳
」
と
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
法
然
は
「
三
身
具
足
」
を
内
証
の
功
徳

と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
定
義
は
、
法
然
の
仏
身
論
を

解
明
す
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
源
信
と
の
比
較
に
お
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

三
、
源
信
の
仏
身
論

　
『
往
生
要
集
』
に
は
、
次
の
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

言
二ハ
緣
ㇾス
ル
事
四
弘
一ト
者
。
一
ニ
ハ
衆
生
無
邊
誓
願
度
。
應
ㇾニ
念
ス
一

切
衆
生
ニ
悉
有
二リ
佛
性
一。
我
皆
令
ㇾン
ト
ス
入
二ラ
無
餘
涅
槃
一ニ
。
此
心
即

是
饒
益
有
情
戒
。
亦
是
恩
德
ノ
心
。
亦
是
緣
因
佛
性
ニ

應
身

ノ
菩
提
ノ
因
。
二
ニ
ハ
煩
惱
無
邊
誓
願
斷
。
此
是
レ
攝
律
儀
戒
。

亦
是
レ
斷
德
ノ
心
。
亦
是
正
因
佛
性
ニ

法
身
ノ
菩
提
ノ
因
。
三

ニ
ハ
法
門
無
盡
誓
願
知
。
此
是
レ
攝
善
法
戒
。
亦
是
智
德
ノ
心
。

亦
是
了
因
佛
性
ニ

報
身
ノ
菩
提
ノ
因
。
四
ニ
ハ
無
上
菩
提
誓
願
證
。

此
ハ
是
レ
願
二
求
ス
佛
果
菩
提
一ヲ
。
謂
由
ㇾテ
具
二
足
ス
ル
ニ
前
三
ノ
行
願
一ヲ
。

證
二
得
シ
三
身
圓
滿
ノ
菩
提
一ヲ
。
還
亦
廣
ク
度
二セ
ン
ト
ス
一
切
ノ
衆
生）

（
（

一ヲ　

　

こ
こ
で
の
説
示
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

度
―
饒
益
有
情
戒
―
恩
德
の
心
―
縁
因
仏
性
―
応
身
菩
提
の
因

断
―
摂
律
儀
戒
―
断
徳
の
心
―
正
因
仏
性
―
法
身
菩
提
の
因
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智
―
攝
善
法
戒
―
智
徳
の
心
―
了
因
仏
性
―
報
身
菩
提
の
因

証
―
仏
果
菩
提
を
願
求
・
度
断
知
の
行
願
を
具
足
・
三
身
円
満

の
菩
提
を
証
得
・
広
く
一
切
衆
生
を
度
す

　

す
な
わ
ち
、
度
断
知
に
三
身
を
配
当
し
、
そ
れ
ら
の
成
就
に
よ
っ

て
三
身
具
足
の
仏
（
証
）
を
得
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
成
仏
の

因
を
三
身
に
配
当
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
は
、
三
身
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
る
。

意
ノ
云
ク
。
無
ト
ハ
者
法
ノ
空
。
即
所
縁
ノ
理
也
。
理
性
ハ
即
チ
是
レ
。

法
身
ノ
菩
提
ナ
ル
カ
故
也
。
大
般
若
經
ニ
云
ク
。
一
切
法
ノ
空
ヲ
説
テ

爲
二ス
法
界
一ト
。
即
此
レ
法
界
ヲ
説
テ
爲
二ス
菩
提
一ト
云
　　

云
。
緣
ト
者
能
緣
。

即
是
般
若
也
。
般
若
ハ
即
是
レ
報
身
ノ
菩
提
也
。
慈
悲
利
生
ハ
。
即

是
解
脱
也
。
解
脱
即
是
レ
應
身
菩
提
也
。
由
ㇾテ
此
ニ
當
ㇾニ
知
ル
。
無

緣
ノ
慈
悲
。
是
レ
即
チ
諸
佛
三
身
萬
德）

（1
（

也

　

内
容
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

法
身
―
無
―
所
縁
の
理
―
理
性
―
法
身
菩
提

報
身
―
縁
―
能
縁
の
智
―
般
若
―
報
身
菩
提

応
身
―
慈
―
利
生　
　

―
解
脱
―
応
身
菩
提）

（（
（

　

真
如
（
理
性
）
が
法
身
、
悟
り
の
智
慧
（
般
若
）
が
報
身
、
煩
悩

を
断
じ
た
こ
と
（
解
脱
）
が
応
身
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
諸
仏

の
功
徳
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
こ
で
説
か
れ
る
「
所
縁

の
理
―
理
性
―
法
身
」
と
「
能
縁
―
般
若
―
報
身
」
の
よ
う
に
、
法

身
と
報
身
が
「
能
所
」
の
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
然
の

『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
別
稿
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
立
場
は

同
一
で
は
な
い）

（1
（

。

　

こ
う
い
っ
た
天
台
宗
の
仏
身
論
は
、
三
身
は
そ
の
ま
ま
一
身
で
あ

り
、
そ
し
て
三
身
と
は
一
身
を
三
方
面
よ
り
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
身
即
三
身
で
あ
り
、
三
身
即
一
身
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
解
釈
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
恵
谷
隆
戒
氏
の
指
摘

で
あ
る
。
恵
谷
氏
は
天
台
宗
に
お
け
る
仏
身
（
仏
土
）
の
相
違
は
、

衆
生
の
機
根
に
基
づ
く
捉
え
方
の
相
違
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
身
（
一
土
）
が
三
方
面
よ
り
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
把

握
す
る
者
の
レ
ベ
ル
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る）

（1
（

。（『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
は

「
凡
聖
同
居
土
」
と
さ
れ
る）

（1
（

）
し
た
が
っ
て
三
身
は
、
応
身
→
報
身

→
法
身
と
い
う
よ
う
に
浅
劣
か
ら
深
勝
へ
進
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
捉
え
る
者
の
機
根
の
異
な
り
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
本
来

同
一
で
あ
る
仏
や
仏
土
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
は
「
法
身
法
土
」
や
「
報
身
報
土
」
や
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「
応
身
応
土
」
で
も
あ
り
得
る
が
、
私
達
凡
夫
に
と
っ
て
は
「
応
身

応
土
」
と
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
機
根
の
異

な
り
に
よ
る
見
え
方
捉
え
方
の
相
違
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
点
を
踏
ま
え
た
上
で
法
然
と
比
較
せ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
源
信
の
仏
身
論
と
法
然
の
仏
身
論
の
相
違

　

法
然
の
説
く
、
仏
身
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
『
無
量
寿
経
釈
』
―
三
身
別
体
論
（
報
身
論
）

②
『
往
生
浄
土
用
心
』
―
三
身
同
体
論
（
内
証
の
三
身
）

③
『
逆
修
説
法
』
初
七
日
―
真
化
二
身
論

④
『
逆
修
説
法
』
四
七
日
―
三
身
同
体
論
（
内
証
の
三
身
）
と
三

身
別
体
論

⑤
『
選
択
集
』
第
三
章
―
三
身
同
体
論
（
内
証
の
三
身
）

　

こ
の
う
ち
①
は
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
格
を
報
身
と
定
義
す
る
も
の
で

あ
る）

（1
（

。
③
は
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
に
基
づ
く
と
し
た
上
で
『
観
無

量
寿
経
』
の
真
身
観
に
よ
り
な
が
ら
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
成
就
・
光

明
摂
取
・
来
迎
引
接
」
と
い
う
三
様
態
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
個

別
的
な
論
で
あ
る）

（1
（

。
三
身
論
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
①
②
④
⑤
の

説
示
よ
り
、
法
然
の
解
釈
は
「
報
身
の
阿
弥
陀
仏
は
内
証
に
三
身
を

具
足
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
『
往
生
浄
土
用
心
』

『
逆
修
説
法
』『
選
択
集
』
で
一
貫
し
て
お
り
、
等
閑
視
し
て
は
な
ら

な
い
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
内
証
の
三
身
」
と
い
う
解
釈
を

前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
が
、
天
台
宗
で
説
か
れ
る
三
身
即
一
の
定
義

と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
何
故
に
法
然
は
、
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
解
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
、
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
三
身
は
一
体
的
に
法

身
的
な
意
で
使
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
の
で）

（1
（

、「
内
証
―
所
証
の
理
」

「
外
用
―
摂
化
利
生
の
用
」
と
さ
れ
る
内
証
に
三
身
が
配
当
さ
れ
る

こ
と
は
、
特
殊
な
使
用
例
で
は
な
い）

（1
（

。

　

そ
し
て
、
仏
格
を
報
身
と
規
定
し
た
上
で
三
身
具
足
を
内
証
の
功

徳
と
す
る
こ
と
は
、「
法
身
の
弥
陀
」
と
「
応
身
の
弥
陀
」
と
い
う

捉
え
方
が
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の

仏
格
が
四
十
八
願
を
建
立
し
そ
れ
を
成
就
し
た
報
身
以
外
に
存
在
し

な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。

前
述
し
た
天
台
宗
の
仏
身
論
の
場
合
は
、
個
々
の
機
根
や
修
行
過
程

の
浅
深
に
よ
っ
て
そ
の
捉
え
方
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
法
然
の

場
合
は
凡
夫
で
あ
ろ
う
と
聖
者
で
あ
ろ
う
と
仏
で
あ
ろ
う
と
阿
弥
陀

仏
は
報
身
な
の
で
あ
り
、
三
身
は
内
証
の
功
徳
な
の
で
あ
る
。
三
身



─ 110 ─

が
内
証
の
功
徳
で
あ
る
以
上
、
仏
身
の
違
い
は
見
方
や
捉
え
方
の
違

い
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

法
然
が
源
信
の
よ
う
に
「
一
身
即
三
身
・
三
身
即
一
身
」
を
説
か

ず
、「
内
証
の
三
身
」
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
等
閑
視
し
て
は
な
ら

な
い
。
比
叡
山
を
下
り
、
教
え
を
転
換
さ
せ
た
法
然
が
説
く
仏
身
論

及
び
阿
弥
陀
仏
は
、
天
台
宗
で
説
か
れ
る
も
の
と
は
考
え
方
が
異
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

法
然
の
『
浄
土
立
宗
の
御
詞
』
で
は
、
天
台
宗
や
法
相
宗
の
解
釈

に
は
依
ら
ず
、
善
導
の
解
釈
に
依
っ
て
浄
土
宗
を
立
て
る
と
き
凡
夫

の
報
土
往
生
（
凡
入
報
土
論
）
が
実
現
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る）

1（
（

。
前

述
し
た
恵
谷
氏
の
解
釈
に
あ
る
よ
う
に
、
天
台
宗
で
は
三
身
具
足

（
三
身
即
一
）
を
説
く
が
、
凡
夫
が
往
生
で
き
る
浄
土
は
凡
聖
同
居

土
（
応
土
）
で
あ
り
、
凡
夫
に
把
握
で
き
る
仏
は
応
身
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
法
然
は
源
信
で
は
な
く
善
導
に
依
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然
は

善
導
の
論
に
基
づ
き
つ
つ
阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
を
報
身
報
土
と

規
定
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
捉
え
る
者
の
機
根
に
よ
っ
て
異
な
る

よ
う
な
論
理
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
報
身
の
阿
弥
陀
仏
は
内
証

4

4

に
三
身
を
具
足
す
る
」
と
い
う
論
の
展
開
は
、
報
身
以
外
の
仏
格
が

な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
天
台
宗
の
仏
身
論
か
ら
の
大
き
な

転
換
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
要
は
「
内
証
の
三
身
」
と
い
う
論
理

は
「
法
身
の
弥
陀
」「
往
身
の
弥
陀
」
と
い
う
捉
え
方
を
否
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（　

紙
面
の
都
合
上
、
一
々
の
拙
稿
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。

（　

拙
稿
「
法
然
上
人
に
お
け
る
法
身
的
弥
陀
解
釈
と
の
決
別
と
而
二
相
対
論

の
確
立
―
名
号
観
を
め
ぐ
っ
て
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
六
十
四
号
。

（　

な
お
本
論
は
、
一
ノ
瀬
和
夫
氏
の
「『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
法
然
の
阿

弥
陀
仏
観
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』　

文
学
研
究
科
篇　

第
４
９
号
）

に
お
い
て
な
さ
れ
た
筆
者
の
一
連
の
研
究
に
関
す
る
批
判
に
対
す
る
反
論
で

あ
り
返
答
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
論
文
は
、
筆
者
の
述
べ
て
い
る
こ
と
を
巧

み
に
自
分
の
意
見
と
し
て
記
し
た
り
、
都
合
の
悪
い
論
文
は
取
り
上
げ
て
お

ら
ず
、
そ
の
研
究
姿
勢
に
大
き
な
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
紙
面
の
都

合
上
、
一
々
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
中
で
も
高
橋
弘
次
説
と
曽
根
宣
雄

説
の
混
同
や
「
内
証
の
三
身
」
に
関
す
る
考
察
の
無
視
は
い
か
が
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
長
年
に
わ
た
り
模
索
を
続
け
て
き
た
者
と
し
て
は
慚
愧
に
堪
え
な

い
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
詳
し
く
は
拙
稿
と
氏
の
論
文
を
読
み

比
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（　
『
聖
典
』
四
・
五
四
八
～
五
四
九
頁

（　
『
昭
法
全
』
二
五
五
頁
。

（　

何
故
に
こ
う
い
っ
た
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
の
再
検
討
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
九

六
輯
）
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
、『
逆
修
説
法
』
四
七

日
の
三
身
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
当
初
の
理
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
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で
、
同
論
文
に
お
い
て
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（　
 『

聖
典
』
三
・
二
四
～
二
五
頁

（　

前
掲
註
２
論
文
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（　
『
浄
全
』
十
五
巻
七
〇
頁
の
Ａ

（0　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
・
四
一
二
頁

（（　

村
上
明
也
・
吉
田
慈
順
編
『
源
信
撰
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
訳
注
研
究
』

二
十
三
頁
参
照
。
た
だ
し
「
法
身
菩
提
」
の
上
は
「
理
性
」
と
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（（　
『
同
右
』
で
は
、『
往
生
要
集
』
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
「
因
」
と

「
果
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（（　

拙
稿
「『
逆
修
説
法
』
四
七
日
の
三
身
論
と
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
三
身

論
」
に
つ
い
て
（『
佛
教
論
叢
』
六
一
号
）

（（　

恵
谷
隆
戒
『
天
台
教
学
概
論
』
一
九
五
～
一
九
九
頁
参
照

（（　
『
恵
心
僧
都
全
集
』
五
巻
・
四
二
頁
。
前
掲
の
恵
谷
氏
の
論
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
私
達
凡
夫
に
捉
え
ら
れ
る
浄
土
の
意
で
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（（　
『
昭
法
全
』
七
九
頁

（（　

真
化
二
身
論
は
、
真
身
と
化
身
の
論
で
あ
り
、
真
身
と
応
身
の
論
で
は
な

い
。
真
化
二
身
論
に
登
場
す
る
化
身
は
、『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』

を
根
拠
と
し
て
い
る
と
共
に
、『
宝
性
論
』
に
説
か
れ
る
報
身
の
五
種
相

（
説
法
・
可
見
・
諸
業
不
休
息
・
休
息
隠
没
・
示
現
不
実
体
）
の
内
の
示
現

不
実
体
と
論
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（（　

拙
稿　

法
然
上
人
に
お
け
る
内
証
・
外
用
①
―
特
に
内
証
の
四
智
三
身
に

つ
い
て
―
（『
佛
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
二
号
所
収
）

（（　

な
お
、「
内
証
＝
所
証
の
理
」「
外
用
＝
摂
化
利
生
の
用
」
と
示
さ
れ
た
の

は
藤
堂
恭
俊
氏
で
あ
る
。
筆
者
は
、「
内
証
＝
如
去
」
で
あ
り
、「
外
用
＝
如

来
」
と
も
捉
え
て
い
る
。

（0　

こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
格
論
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
真
身
（
報

身
）
が
化
身
を
出
す
こ
と
を
否
定
す
る
意
で
は
な
い
。

（（　
『
聖
典
』
六
・
六
四
～
六
五
頁
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黒
田
眞
洞
の
自
筆
資
料
に
つ
い
て　
―
『
成
唯
識
論
述
記
私
抄
』
他　

負
笈
西
都
に
遊
び

鷹　

司　

誓　

榮

は
じ
め
に　

　

黒
田
眞
洞
（
以
下
は
黒
田
と
す
る
）
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い

点
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
代
表
著
作
『
大
乗
仏
教
大
意
）
（
（

』
が
、

い
か
に
し
て
欧
米
の
宗
教
関
連
の
学
者
達
に
大
き
な
影
響
を
与
え
得

た
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
泉
八
雲
が
、『T

he H
igher 

Buddhism

』）
（
（

で
、
参
考
と
し
た
日
本
人
に
よ
る
仏
教
解
説
書
が
唯

一
、
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
当
時
『
大

乗
仏
教
大
意
』
が
、
学
者
の
日
本
仏
教
理
解
の
一
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）

（
（

。

　

も
う
一
点
は
、
黒
田
の
東
西
両
大
学
林
の
合
同
、
宗
学
本
校
の
創

設
等
、
教
育
者
と
し
て
の
基
盤
、
修
学
の
環
境
と
そ
の
軌
跡
を
確
か

め
た
い
。

　
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
見
開
き
に
、
天
台
・
真
言
・
臨
済
。
・
曹

洞
・
真
宗
の
五
つ
の
宗
派
の
碩
学
の
校
閲
で
、
浄
土
宗
の
黒
田
の
著

述
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
日
本
仏
教
の
修
学
に
お
い
て
宗

派
を
超
え
た
共
通
の
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

そ
の
基
盤
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
黒
田
の
修
学
の
時
代

に
写
本
等
に
記
さ
れ
た
言
葉
等
か
ら
仏
教
界
で
の
黒
田
の
位
置
も
確

認
し
た
い
。

今
岡
達
音
「
黒
田
眞
洞
上
人（

4
（

」
に
お
け
る
黒
田
の
分
析

　

今
岡
達
音
は
、
黒
田
の
師
で
あ
る
一
誉
眞
我
は
、
三
井
の
敬
光
の

渇
仰
者
で
あ
り
大
乗
律
の
研
鑽
者
で
あ
っ
た
の
で
、
黒
田
は
円
戒
に

関
し
て
の
典
籍
を
所
蔵
し
て
い
る
の
で
、
円
戒
を
究
め
た
い
者
が
あ

れ
ば
指
導
を
惜
し
ま
な
い
と
語
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

「
負
笈
西
都
に
遊
び
て
、
三
井
の
敬
徳
、
賀
茂
の
智
滿
、
四
國
の
照

遍
、
泉
涌
旭
雅
等
の
諸
明
徳
に
依
止
し
て
、
大
小
乗
の
戒
律
を
究
め
、

　

上
来
所
集
録
論
余
在
智
積
院
参
繋
弘
現
恢
麟
等
之　

所
抄
録
脈
論

侭
加
区
見
然
以
俱
舎
聴
講
之
余
暇
匆
卒
創
業
故
有
謬
解
説
見
之
處
矣

復
賢
幸
正
之
然
ニ
ハ
有
法
義
慳
惜
之
魔
依
不
能
遂
其
業
僅
至
一
松
終

止
之
他
旧
継
此
業
論
也　
　
　

 

　
　

東
□
小
沙
弥　

眞
洞
誌　

　

明
治
十
二
年
春　

三
月

資
料
二
、
写
本
『
梵
文
行
願
讃
私
考
並
校
異 

全
』
表
紙
、
見
開
き

の
表
題
及
び
巻
末
二
丁
の
記
載
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倶
舎
唯
識
、
起
信
、
釋
論
、
及
び
密
部
に
通
じ
給
ひ
、
老
師
親
ら
如

法
に
三
業
を
護
持
し
、
禁
戒
を
信
受
奉
行
せ
ら
れ
た
る
者
、
主
と
し

て
一
譽
上
人
の
遺
訓
を
體
す
る
に
據
る
。
老
師
學
門
の
方
針
は
、
華

を
去
り
て
實
に
就
き
、
煩
瑣
を
捨
て
て
精
要
を
取
る
に
在
り
。」
と

あ
る
。
実
際
の
資
料
に
残
る
痕
跡
を
追
っ
て
み
た
い
。

　

以
下
に
、
黒
田
蔵
書
資
料
六
点
の
記
述
な
ど
掲
載
す
る
。
文
字
の

判
読
で
き
な
い
部
分
は
□
に
て
記
載
し
た
。

資
料
一
、『
唯
識
論
述
記
私
抄
』
の
表
紙
と
巻
末
一
丁
半
に
渉
る
記
載

　

上
来
所
集
録
論
余
在
智
積
院
参
繋
弘
現
恢
麟
等
之　

所
抄
録
脈
論

侭
加
区
見
然
以
俱
舎
聴
講
之
余
暇
匆
卒
創
業
故
有
謬
解
説
見
之
處
矣

復
賢
幸
正
之
然
ニ
ハ
有
法
義
慳
惜
之
魔
依
不
能
遂
其
業
僅
至
一
松
終

止
之
他
旧
継
此
業
論
也　
　
　

 

　
　

東
□
小
沙
弥　

眞
洞
誌　

　

明
治
十
二
年
春　

三
月

資
料
二
、
写
本
『
梵
文
行
願
讃
私
考
並
校
異 

全
』
表
紙
、
見
開
き

の
表
題
及
び
巻
末
二
丁
の
記
載
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謹
校
讐
三
本
文
含
同
異
且
録
之
末
葉
以

便
後
之
考
訂
而
已
其
一
則
題
巻
末
云　

寛
永
（
一
六
二
四
？
）
元
年
十
月
廿
日
於
成
多
喜
房
奉

書
冩
了　

　
　

釋
門
□

年
十
一
月
朔
日
冩
先
師
御
遠
忌
開
題
了

其
一
則

永
和
五
年
正
月
廿
二
日
沙
門
永
遍
得
洛
陽
東

寺
校
正
本
而
書
冩
於
総
持
寺
金
剛
臺
了

篠
尾
山
総
持
寺
蔵
本

其
一
則

高
野
山
无
量
壽
院
古
本
也

　

講
了
の
期
日
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。

資
料
四
、『
成
唯
識
論
述
記
分
科
』
表
紙
及
び
巻
末
の
記
載
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明
和
四
年
丁
亥
七
月
廿
弐
日　
　

飮
光
敬
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臘
二
十
九
俗
五
十

明
治
十
六
年
癸
未
五
月
五
日
於
紫
野

大
徳
寺
子
院
総
見
院
写
得
之
本　
　
　

眞
洞

　　

黒
田
の
前
に
写
さ
れ
た
記
録
は
、
そ
の
年
代
よ
り
慈
雲
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
興
味
深
い
。

資
料
三
、
版
本
『
唯
識
論
述
記
（
（
（

』
表
紙
及
び
同
書
巻
一
本
の
巻
末
の

記
載

　

講
了
の
期
日
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。

資
料
四
、『
成
唯
識
論
述
記
分
科
』
表
紙
及
び
巻
末
の
記
載
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唯
識
論
述
記
二
末
分
科
畢　

明
治
二
十
年
三
月
一
日
科

了隋
講
依
先
諸
科
改
定
判
文
加
科
簡
使
冩
学
生
冩
之

以
□
而
止
□
然
得
脱
□
□
待
他
口
授
正
更
可
続
業
也　
　
　

眞
洞
誌

　　

こ
れ
は
、
黒
田
の
講
義
を
聴
講
し
て
い
た
学
生
の
写
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
当
時
の
講
義
の
様
子
が
窺
が
え
る
。

資
料
五
、『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
分
科
』
表
紙
と
巻
末
の
記
載

　

明
治
十
二
年
就
旭
雅
律
師
原
本
写
得
既
而
余
明
治
十
四
年
於
華
頂

山
講
論
之
時
訂
正
之
更
明
治
十
七
年
於
縁
山
講
論
之
時
再
正
焉
然
忽

罹
祝
融
之
災
焼
失
原
本
矣
幸
有
余
科
本
謄
写
之
人
就
之
使
侍
史
写　

之
也

　

明
治
十
九
年
十
一
月　
　
　

眞
洞
誌
三
十
二
才

　

令
法
久
住
利
楽
有
情
之
本
意
不
可
忘
矣
後
学
幸
留
意
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こ
の
記
載
事
項
よ
り
、
黒
田
の
修
学
時
代
の
写
本
原
本
は
火
災
に

よ
り
失
わ
れ
て
お
り
、
黒
田
の
講
義
を
受
講
し
て
い
た
学
生
の
写
本

に
よ
り
、
こ
の
分
科
資
料
を
残
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

資
料
六
『
大
乗
起
信
論
義
記
分
科
并
私
釈
抄
』
巻
頭
の
記
載

　

此
稿
は
明
治
十
二
年
夏
ヨ
リ
秋
ノ
季
項
迠
醍
醐
寺
ニ
於
テ

講
筵
ニ
侍
リ
講
説
ノ
侭
書
認
ム
ル
間
処
ロ
ニ
値
ヒ
愚
案
ヲ
ク

ワ
ヘ
タ
ル
モ
ノ
之
故
ア
リ
講
説
下
本
初
メ
ニ
至
リ
テ
止
ム
故

ニ
亦
筆
稿
モ
半
バ
ニ
シ
テ
止
ム
寔
ト
ニ
散
漫
ノ
書
キ
様
ニ
テ

甚
ダ
観
ル
ニ
足
ラ
ズ
旧
時
講
談
ノ
説
ヲ
廃
忘
セ
ザ
ル
爲
草
稿

之　

葆
光
誌

　

黒
田
と
同
じ
時
期
に
遊
学
し
て
い
た
葆
光
と
い
う
学
僧
名
が
あ
り

当
時
醍
醐
寺
管
主
の
金
剛
宥
性
の
講
義
の
受
講
記
録
で
あ
る
。

今
岡
達
音
の
評
「
華
を
去
り
て
実
に
就
き
煩
瑣
を
捨
て
て
精
要
を
取

る
」
に
つ
い
て

　

こ
こ
に
「
分
科
」
資
料
を
掲
載
し
た
が
、
当
時
こ
の
よ
う
に
効
率

的
に
経
論
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
特
徴
的
で

あ
る
。
明
治
四
十
三
年
に
は
神
谷
大
周
と
と
も
に
『
大
乗
起
信
論
一

覧
図
』（
東
京
大
学
図
書
館
蔵
）
も
発
行
さ
れ
て
い
る
。

師
一
誉
眞
我
の
影
響
下
の
「
戒
」
へ
の
志
向
に
つ
い
て

　

廃
仏
を
経
て
な
お
次
々
と
学
校
の
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
明
治
の
仏

教
界
の
発
展
理
由
に
つ
い
て
は
説
得
力
の
あ
る
資
料
が
な
い
が
、
こ

の
度
は
、『
成
唯
識
論
』
等
を
所
依
経
典
と
も
し
て
い
る
法
相
宗
の

当
時
の
事
情
に
関
し
て
触
れ
る
、
大
西
良
慶
の
言
葉
を
少
し
参
考
に

し
て
み
た
い
。
黒
田
の
修
学
時
代
の
状
況
、
師
事
し
た
佐
伯
旭
雅
等

に
つ
い
て
も
触
れ
る
、
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
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佐
伯
定
胤
に
つ
い
て）

（
（

　

私
の
師
匠
の
佐
伯
定
胤
師
は
、
法
隆
寺
の
村
の
出
身
で
、
京

都
の
泉
涌
寺
で
学
問
を
さ
れ
た
。
泉
涌
寺
は
、
御
所
の
菩
提
寺

で
、
代
々
の
お
天
子
さ
ん
の
お
墓
が
あ
る
。
泉
山
と
い
う
。

　

こ
の
お
寺
に
佐
伯
旭
雅
と
い
う
人
が
い
て
、
こ
の
人
が
唯
識

学
者
や
っ
た
。
佐
伯
定
胤
師
は
こ
の
人
に
学
ん
だ
。
法
隆
寺
で

出
家
し
た
と
き
か
ら
、
性
質
の
い
い
の
が
認
め
ら
れ
た
ら
し
い
。

旭
雅
さ
ん
に
頼
ん
で
、
清
水
寺
山
内
の
白
雲
居
と
い
う
離
れ
を

住
み
家
に
し
て
、
泉
涌
寺
へ
通
っ
た
。
旭
雅
さ
ん
が
高
野
へ
行

く
と
、
お
供
し
て
い
く
と
い
う
具
合
に
、
つ
い
て
回
っ
て
い
た

と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
は
、
各
宗
の
唯
識
専
門
家
の
人
が
、
み
な

泉
山
へ
講
釈
を
聞
き
に
行
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
盛
ん
や
っ
た
ら
し

い
。

　

と
こ
ろ
が
、
折
も
折
、
廃
仏
毀
釈
に
な
っ
た
仏
教
排
斥
の
機

運
が
お
こ
り
、
名
だ
た
る
お
寺
が
知
行
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
、

や
っ
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
。
奈
良
も
京
都
も
、
お
坊
さ
ん
の

先
行
き
が
真
っ
暗
に
な
り
お
寺
さ
ん
の
な
り
手
も
な
く
な
り
、

学
問
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
定
胤
師
は
黙
々
と
唯
識
の
学
問
を
し
た
。

自
分
で
講
釈
も
し
て
お
ら
れ
た
。（
中
略
）
そ
れ
が
、
時
代
が

ま
た
変
わ
っ
て
、
興
福
寺
も
復
興
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
住

職
に
、
雲
井
良
海
と
い
う
人
が
東
京
か
ら
招
か
れ
て
き
た
。

（
中
略
）
推
挙
さ
れ
て
、
興
福
寺
住
職
に
な
っ
て
、
お
寺
の
復

興
に
は
学
問
し
か
な
い
と
思
わ
れ
た
の
や
ろ
う
か
ね
、
法
相
宗

勧
学
院
を
建
て
は
っ
た
。
明
治
二
十
ニ
、
三
年
の
こ
ろ
や
ね
。

　

こ
の
勧
学
院
の
講
師
に
、
定
胤
師
が
招
か
れ
て
奈
良
に
か
え

っ
て
来
た
。

　

こ
こ
で
講
釈
を
聞
い
て
い
た
人
が
、
み
ん
な
自
分
の
出
身
の

宗
派
へ
帰
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
の
学
校
の
先
生
に
な
る
。

そ
れ
ぐ
ら
い
の
専
門
の
教
科
や
か
ら
、
各
宗
の
専
門
の
偉
い
人

が
集
ま
っ
て
く
る
。
法
隆
寺
も
薬
師
寺
も
来
た
。（
中
略
）
評

判
に
な
っ
て
、
生
徒
は
大
勢
集
ま
っ
た
な
。

　

と
こ
ろ
が
、
法
隆
寺
か
ら
異
議
が
出
た
。（
中
略
）「
う
ち
で

学
校
を
や
る
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
雲
井
さ
ん
は
「
せ

っ
か
く
看
板
上
げ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
や
む
を
得
ん
」
と

い
う
の
で
、
佐
伯
定
胤
師
を
法
隆
寺
へ
帰
さ
は
っ
た
。
講
釈
を

聞
い
て
い
た
も
の
が
、
み
ん
な
つ
い
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
法
隆

寺
に
法
相
宗
勧
学
院
が
で
き
た
。
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明
治
の
廃
仏
の
時
代
も
信
仰
と
学
問
を
貫
い
て
い
た
僧
侶
に
よ
っ

て
南
都
の
仏
教
の
学
校
が
復
興
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。
そ

こ
で
も
廃
仏
を
恐
れ
ず
仏
教
の
戒
律
を
重
視
し
て
い
た
僧
侶
が
力
を

発
揮
し
て
い
た
。
佐
伯
定
胤
は
「
比
丘
」
で
あ
り
、
黒
田
の
師
事
し

た
佐
伯
旭
雅
も
「
比
丘
」
で
あ
っ
た
。
定
胤
は
、
伽
藍
修
復
な
ど
世

間
と
か
か
わ
り
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
で
、「
比
丘
」
の

戒
を
受
け
る
か
ど
う
か
迷
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
大
西
良
慶
の
記

憶
で
は
比
丘
に
な
っ
た
僧
は
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
東
大
寺
の

戒
壇
へ
登
れ
ば
、
戒
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
立
会
い
の
十
人

の
比
丘
が
揃
う
こ
と
は
叶
わ
な
く
な
っ
た
。

終
わ
り
に

　

現
在
、
授
戒
会
な
ど
行
わ
れ
な
が
ら
も
、
本
来
の
宗
教
的
な
戒
に

つ
い
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
む
し
ろ
非
現
実
的
過
去
の

遺
物
と
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　

明
治
の
中
期
ま
で
、
仏
教
の
教
育
、
後
継
の
育
成
に
関
し
、
古
来

よ
り
の
戒
を
受
け
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
の
修
行
と
し
て
宗

学
を
修
め
る
と
い
っ
た
気
風
が
あ
り
。
浄
土
律
僧
の
流
れ
を
く
む
福

田
行
誡
に
も
師
事
し
普
寂
を
重
ん
じ
た
黒
田
も
そ
の
気
風
の
中
に
あ

っ
た
。
当
時
の
「
仏
学
」
を
守
る
力
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、「
戒
」

「
律
」
へ
の
志
向
も
一
つ
の
大
き
な
要
素
と
い
え
よ
う
。

　

（　

黒
田
眞
洞　

佛
教
學
會　

一
八
九
三
年　

シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
に
際
し

配
布
目
的
に
て
出
版
さ
れ
た
。

（　

Lafcadio H
earn 

“Japan A
n A

ttem
pt at Interpretation

” T
he 

M
acm

illan &
 co., Ltd. （（0（

（　

拙
稿
「
黒
田
眞
洞
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
へ
の
影

響 

」 

比
較
思
想
研
究 

四
七　

七
二
―
七
九
頁

（　
『
今
岡
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
大
正
大
学
浄
土
学
研
究
会　

昭
和
八
年　

二
一
五
～
二
一
六
頁　

参
照
）

（　

明
暦
元　

敦
賀
屋
久
兵
衛
開
板

（　
『
大
西
良
慶
選
集
』　

第
六
巻　

便
利
堂　

四
三
～
四
八
頁
参
照
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江
戸
時
代
の
尼
僧
が
み
た
浄
土

　
― 

寿
月
『
仏
想
感
夢
記
』
を
読
む

　
そ
の
壱
―

林　
　
　

宏　

俊

は
じ
め
に

　

小
稿
は
、
江
戸
時
代
に
生
き
、
尼
僧
に
な
っ
た
一
人
の
女
性
の
信

仰
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
江
戸
時
代
に
禁
止
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
や
隠
し
念
仏
な
ど

異
端
的
宗
教
に
つ
い
て
研
究
す
る
大
橋
泰
幸
氏
に
よ
れ
ば）

（
（

、
近
世
社

会
に
お
い
て
異
端
的
宗
教
が
存
続
し
え
た
の
は
、
幕
藩
権
力
は
「
外

存
的
属
性
」（
寺
檀
制
度
）
に
さ
え
問
題
な
け
れ
ば
、
社
会
の
秩
序

が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
「
内
存
的
属
性
」（
人
々
の
実
際
の
信
仰
）

ま
で
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
「
内
存
的
属
性
」

の
な
か
に
様
々
な
信
仰
を
重
層
的
に
存
在
さ
せ
、
そ
こ
に
異
端
的
宗

教
が
存
続
で
き
る
余
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

近
世
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
は
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
檀
那
に

な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
寺
檀
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ

の
制
度
は
あ
く
ま
で
も
寺
院
の
「
檀
那
で
あ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
人
々
の
信
仰
を
前
提
と
し
た
制
度
で
は

な
か
っ
た）

（
（

。
し
た
が
っ
て
、
近
世
社
会
に
生
き
た
人
々
は
、
様
々
な

宗
教
や
宗
旨
の
信
仰
を
持
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
浄
土
宗
の
寺
院
を

菩
提
寺
と
し
な
い
三
井
家
に
お
い
て
も
法
然
上
人
に
対
す
る
信
仰
が

存
在
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る）

（
（

。

　

そ
の
三
井
家
の
一
人
の
女
性
、
寿
月
（
三
井
の
ぶ
）
の
日
記
『
仏

想
感
夢
記）

（
（

』
を
読
み
な
が
ら
、
彼
女
の
浄
土
宗
へ
の
信
仰
が
高
ま
り
、

決
定
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
『
仏
想

感
夢
記
』
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
～
元
文
四
年
（
一
七
三

九
）
を
収
め
る
が
、
小
稿
は
紙
幅
の
関
係
上
、
享
保
十
五
年
～
同
十

八
年
を
対
象
と
し
、
夢
の
一
部
か
ら
検
討
す
る
。
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一　

寿
月
に
つ
い
て

　

三
井
室
町
家
二
代
高
遠
の
妻
で
あ
る
三
井
の
ぶ
は
、『
三
井
家
文

化
人
名
録
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
夫
高
遠
が
家
督
を
継
ぎ
、
享
保
十
二

年
帰
京
の
途
中
、
尾
張
宮
宿
に
死
去
し
た
。
そ
の
時
妻
は
わ
ず

か
十
九
歳
で
、
結
婚
し
て
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

場
合
、
三
井
家
の
子
女
は
大
抵
再
婚
す
る
が
、
の
ぶ
は
一
子
元

蔵
を
育
て
る
こ
と
、
夫
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
で
、
生
涯
を
終
え

よ
う
と
す
る
。
元
々
信
仰
心
の
厚
い
人
で
、
霊
感
も
強
く
、
亡

夫
七
回
忌
に
二
十
五
歳
で
剃
髪
し
寿
月
と
称
し
、
鹿
ヶ
谷
潭
月

和
尚
を
師
と
し
尼
と
な
る
。

　

な
お
、
夫
高
遠
の
遺
物
に
「
円
光
大
師
鏡
御
影
」
や
「
選
択
集
十

六
章
図
」
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
室
町
家
に
お
い
て

何
ら
か
の
法
然
上
人
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た）

（
（

。

　
「
剃
髪
得
度
授
名
牒
」
に
も
寿
月
の
経
歴
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
）
（
（

。
こ
の
史
料
は
、
得
度
の
師
で
あ
る
「
吉
水
正
統
鎮
西
流
沙
門
前

住
獅
子
谷
法
然
院
中
興
五
世
香
蓮
社
落
譽
潭
月
智
忍
」
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

善
尼
ハ
洛
京
ノ
所
川
井
氏
ノ
生
也
、
延
子
ト
名
ツ
ク
、
早
ク
三

井
氏
ニ
嫁
ク
、
十
七
歳
ニ
シ
テ
一
男
子
ヲ
生
ミ
、
然
ル
后
其
ノ

夫
不
孝
短
命
ニ
シ
テ
已
亡
ス

　

ま
た
、
こ
の
「
剃
髪
得
度
授
名
牒
」
に
は
寿
月
の
法
名
「
春
樹
院

忍
譽
壽
月
善
尼
」
の
由
来
に
つ
い
て
も
「
春
樹
ト
名
ツ
ク
所
ハ
五
会

讃
弥
陀
春
樹
覚
等
開
ノ
文
ニ
依
リ
、
往
生
ノ
覚
果
ヲ
表
シ
、
忍
譽
ハ

忍
信
ノ
義
ニ
シ
テ
忍
許
澂
、
壽
ハ
無
量
壽
ノ
壽
、
而
シ
テ
月
ハ
無
量

光
ノ
喩
也
、
深
ク
光
壽
無
量
ノ
弥
陀
号
ヲ
信
シ
、
決
定
往
生
ノ
浄
業

ト
成
ル
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二　
『
仏
想
感
夢
記
』
を
読
む

　
　

１　

享
保
十
五
年

　

寿
月
二
十
二
才
、
九
回
の
夢
を
所
収
す
る
。

　

①
出
家
の
望
み

又
き
さ
ら
き
の
比
、
ひ
か
し
の
山
に
む
か
ひ
て
夕
は
へ
を
詠
る

ほ
と
に
、
山
の
う
へ
は
み
な
星
に
て
、
萬
灯
を
と
も
せ
し
こ
と

く
あ
き
ら
か
な
る
に
、
山
の
す
そ
は
田
も
な
へ
な
と
う
へ
た
り
、

其
中
に
水
の
た
ま
り
た
る
所
あ
り
、
此
内
へ
星
ふ
た
つ
お
ち
て

空
へ
の
ほ
む
ら
と
す
る
に
、
ひ
か
り
う
す
く
上
り
か
た
く
見
ゆ

る
う
ち
に
、
す
こ
し
つ
つ
光
出
て
、
天
へ
清
々
と
し
て
の
ほ
り

ぬ
と
思
へ
は
、
心
も
は
れ
て
、
や
か
て
め
覚
し
ぬ
、
此
折
は
出
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家
の
ね
か
ひ
し
き
り
に
す
す
み
た
れ
と
も
、
ほ
た
し
と
も
多
、

の
そ
み
か
な
い
か
た
く
、
佛
へ
ね
も
こ
ろ
に
た
の
み
を
か
け
奉

る
、
此
夢
思
ひ
あ
わ
す
る
に
、
星
の
水
中
へ
お
ち
し
は
、
我
無

始
よ
り
の
業
障
ふ
か
く
、
出
家
の
の
そ
み
か
な
ひ
か
た
き
に
た

と
へ
、
ま
た
ほ
と
な
く
す
み
の
ほ
り
し
は
、
佛
の
慈
悲
を
以
本

意
を
と
け
な
む
こ
と
を
示
し
給
ふ
る
へ
し

　

自
身
の
出
家
の
望
み
を
夜
空
の
様
子
で
喩
え
、
業
障
が
深
く
出
家

の
望
み
が
叶
わ
な
い
と
述
べ
る
が
、
そ
こ
に
「
阿
弥
陀
仏
」
や
「
本

願
」
と
い
っ
た
浄
土
教
や
浄
土
宗
の
信
仰
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

②
観
音
菩
薩

我
つ
ね
に
安
置
佛
に
す
へ
奉
る
、
本
尊
の
御
戸
ひ
ら
き
侍
る
に
、

阿
弥
陀
如
来
・
多
宝
如
意
輪
観
音
新
佛
と
み
え
て
、
あ
た
り
も

ひ
か
り
か
か
や
く
計
也
、
い
と
有
難
、
日
比
観
世
音
の
た
う
と

み
奉
れ
は
、
ま
つ
拝
し
て
、
出
家
の
望
を
か
な
へ
さ
せ
給
へ
と

申
奉
る
、
身
と
心
と
を
能
々
つ
つ
し
め
と
の
給
ひ
し
、
ほ
と
へ

に
け
れ
は
仰
ら
れ
し
こ
と
も
わ
す
れ
ぬ
る
こ
そ
残
多
こ
と
な
れ

　

こ
の
よ
う
な
観
音
菩
薩
を
拝
む
夢
は
た
び
た
び
み
る
も
の
の
、
阿

弥
陀
如
来
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
夢
の
み
で
あ
る
。
一
方
で
観
音
菩

薩
は
、
こ
の
夢
の
ほ
か
に
も
、
南
都
不
退
寺
や
真
如
堂
、
丹
波
穴
太

寺
な
ど
五
度
の
夢
の
記
述
が
見
ら
れ
、
ま
た
日
頃
よ
り
観
音
菩
薩
を

拝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
信
仰
の
対
象
は
観
音

菩
薩
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
　

２　

享
保
十
六
年

　

寿
月
二
十
三
才
、
五
回
の
夢
を
所
収
す
る
。

　

①
亀
と
須
弥
山

睦
月
一
日
の
夜
の
夢
に
、
海
辺
を
み
る
に
、
岩
多
亀
い
く
つ
と

も
な
く
み
ゆ
、
其
う
ち
に
大
キ
成
み
の
亀
、
子
か
め
を
お
い
て

沖
へ
出
る

　
　
（
略
）

春
の
比
な
り
し
、
空
も
う
ら
ら
か
に
て
あ
を
み
た
る
に
、
見
あ

く
れ
は
海
の
や
う
に
て
、
雲
井
は
る
か
に
す
み
わ
た
り
、
天
の

あ
を
う
な
は
ら
み
ゆ
る
と
い
ふ
人
も
あ
り
、
浪
間
よ
り
み
し
亀

き
し
の
方
へ
行
、
そ
は
な
る
人
に
、
か
れ
見
給
へ
、
ふ
し
き
成

こ
と
こ
そ
い
ふ
う
ち
に
、
い
と
お
ふ
き
成
山
出
来
て
、
み
し
ら

す
ひ
か
る
よ
ふ
成
木
共
あ
ま
た
み
ゆ
、
是
は
須
弥
山
の
雲
に
す

き
て
み
ゆ
る
な
ら
ん
と
思
へ
は
夢
さ
む
る

　

亀
の
話
題
を
出
し
な
が
ら
も
最
終
的
に
は
須
弥
山
の
様
子
の
夢
を

み
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
い
ま
だ
浄
土
教
的
信
仰
は
見
ら
れ
な
い
。

　

②
宮
中
護
摩
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正
月
十
一
日
夢
、
禁
裏
へ
参
る
、
み
し
を
の
護
摩
と
お
ほ
し
く
、

公
家
衆
あ
ま
た
み
ゆ
、
み
す
の
そ
と
も
よ
り
拝
ス
、
今
上
皇
帝

御
拝
に
出
御
成
給
ふ
、
に
し
き
の
御
衣
に
日
月
の
織
物
、
白
キ

御
は
か
ま
、
御
く
し
は
な
く
す
し
て
、
金
の
御
か
む
り
を
め
し

た
る
、
余
り
有
々
と
見
奉
る
も
お
そ
ろ
し
く
お
ほ
ゆ

同
月
末
の
夢
、
紅
衣
を
め
し
た
る
御
僧
、
観
世
音
の
尊
像
を
割

居
給
ふ
、
是
ハ
と
な
た
よ
り
の
再
興
そ
と
た
つ
ね
侍
れ
ハ
、
今

上
皇
帝
よ
り
と
こ
た
え
給
ふ
、
其
わ
き
に
文
殊
菩
薩
像
有
、
是

ハ
春
宮
よ
り
と
の
給
ふ

　

宮
中
に
お
い
て
行
わ
れ
る
後
七
日
の
御
修
法
の
夢
を
み
る
が
、
当

時
の
天
皇
（
中
御
門
天
皇
）
が
再
興
す
る
は
観
音
菩
薩
、
春
宮
（
の

ち
の
桜
町
天
皇
）
は
文
殊
菩
薩
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
　

３　

享
保
十
七
年

　

寿
月
二
十
四
才
、
六
回
の
夢
を
所
収
す
る
。

　

①
阿
弥
陀
如
来
・
円
光
大
師
・
善
導
大
師

葉
月
三
日
の
夜
、
夢
に
開
帳
あ
り
と
て
参
詣
す
、
木
乱
の
御
け

か
け
た
る
御
僧
出
給
ひ
て
、
経
蔵
お
か
み
給
へ
と
て
、
い
さ
な

い
給
ふ
、
内
へ
入
て
み
れ
は
、
板
敷
も
下
よ
り
一
丈
計
た
か
く

つ
き
あ
け
て
、
中
尊
阿
弥
陀
如
来
、
両
の
わ
き
に
は
釈
迦
如

来
・
円
光
大
師
お
は
し
ま
す
、
か
た
は
ら
に
た
め
ぬ
り
の
ひ
ら

き
あ
り
、
内
に
経
あ
ま
た
有
、
と
り
て
よ
み
奉
り
て
み
れ
は
、

阿
弥
陀
経
也
、
此
御
僧
よ
み
く
せ
お
し
へ
、
一
く
た
り
つ
つ
か

う
し
や
く
し
給
ふ
、
や
か
て
夢
さ
め
ぬ

い
つ
の
比
に
や
忘
れ
ぬ
、
大
キ
成
堂
へ
行
に
、
掛
物
多
か
か
り

た
り
、
方
々
お
か
み
奉
る
に
、
善
導
大
師
礼
拝
し
給
ふ
、
其
跡

に
つ
き
て
、
我
も
礼
を
な
す
と
お
も
へ
は
、
夢
さ
む
る

　

こ
の
年
の
最
初
の
夢
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
や
円
光
大
師
（
法

然
上
人
）
が
登
場
し
て
い
る
。
法
然
上
人
の
夢
へ
の
初
出
で
あ
る
。

ま
た
僧
に
よ
る
阿
弥
陀
経
の
講
釈
も
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の

夢
に
お
い
て
、
善
導
大
師
が
礼
拝
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
夢
の
内
容
が

浄
土
教
・
浄
土
宗
に
近
づ
い
た
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

　

②
五
重
相
伝

神
無
月
の
初
よ
り
、
五
重
相
伝
の
願
に
て
、
二
七
日
余
念
な
く

引
こ
も
り
て
勤
侍
る
に
、
後
の
七
日
初
に
あ
た
る
日
、
夢
と
も

う
つ
つ
と
も
な
く
、
蓮
花
の
な
か
に
ひ
ら
け
て
、
い
と
き
よ
ら

な
る
事
言
葉
に
の
へ
か
た
し
、
水
中
也
、
水
ま
た
清
々
な
る
事

た
と
へ
か
た
き
を
み
る
も
、
い
と
有
か
た
し
、
別
行
も
み
て
な

ん
と
す
る
前
夜
に
、
明
方
の
心
に
て
そ
と
も
へ
出
し
に
、
月
の
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ひ
か
り
き
よ
く
、
し
た
た
す
み
見
あ
く
れ
は
、
は
や
雲
の
な
か

は
か
か
り
ぬ
と
思
へ
は
、
夢
さ
め
た
り
、
い
と
心
に
か
か
り
て
、

願
も
は
や
み
て
ぬ
る
ほ
と
ち
か
き
に
、
さ
や
か
に
お
か
む
ほ
と

も
な
く
、
業
障
の
雲
あ
つ
く
月
影
を
お
お
ひ
た
る
に
こ
そ
と
な

け
か
し
く
、
此
こ
と
の
み
心
に
は
な
れ
す
、
こ
は
い
か
に
、
妄

念
を
そ
ゆ
る
に
こ
そ
と
か
な
し
く
、
ふ
と
思
ひ
つ
つ
け
て
佛
へ

奉
る
と
て

　
　
　
　

雲
あ
つ
く　

月
の
ひ
か
り
は　

か
く
す
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
く
れ
し
も
の
を　

弥
陀
の
誓
は

明
方
の
心
な
れ
は
、
月
は
に
し
へ
入
給
ふ
、
ひ
と
た
ひ
雲
お
ほ

ふ
と
も
、
み
た
た
の
む
人
は
雨
夜
の
月
な
れ
や
な
と
と
ひ
か
へ

し
て
、
十
三
日
の
夜
心
願
は
み
て
ぬ
、
い
と
有
難
と
は
中
々
な

り
、
し
か
ハ
あ
れ
と
、
こ
こ
ろ
に
か
か
る
す
し
ハ
や
み
か
た
く
、

と
か
ふ
お
も
ふ
お
も
ふ
い
ぬ
る
に
、
十
四
日
の
夜
明
方
に
、
誰

と
ハ
し
ら
ぬ
法
師
の
動
乱
破
壊
せ
さ
れ
と
い
ふ
こ
と
を
の
給
ふ

と
思
ふ
に
、
寺
々
の
廻
向
の
鐘
に
目
ハ
覚
ぬ
、
い
か
な
る
こ
と

に
か
と
お
も
ふ
に
、
語
灯
録
よ
み
し
に
、
要
義
問
答
の
所
に
、

異
見
異
学
別
解
別
行
人
等
に
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
さ
れ
と
有
、
い

と
あ
り
か
た
く
、
此
こ
と
に
よ
ら
す
、
動
乱
の
心
ハ
一
切
に
返

つ
れ
と
心
の
雲
も
は
れ
て
、
一
入
念
佛
は
け
ま
む
こ
と
を
思
ふ
、

ま
さ
し
く
円
光
大
師
の
大
教
に
こ
そ
と
有
難
泪
に
く
れ
ぬ

　
　
　
　

無
始
よ
り
の　

つ
み
も
き
え
な
む　

あ
い
か
た
き

 

　
　

法
の
ち
か
ひ
に　

あ
へ
る
こ
の
身
ハ

夫
よ
り
二
・
三
日
す
き
て
、
月
の
出
し
ほ
の
ひ
か
り
ほ
か
ら
か

成
を
有
々
と
夢
に
お
か
み
ぬ
、
い
よ
い
よ
妄
念
の
雲
は
れ
し
に

や
と
た
う
と
し

　

十
月
に
十
四
日
に
わ
た
る
五
重
相
伝
を
受
け
、
行
が
進
む
に
つ
れ

て
信
仰
が
高
ま
り
、
満
行
前
夜
に
心
願
は
成
就
す
る
。
し
か
し
、
法

師
に
よ
る
動
乱
破
壊
の
疑
念
は
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
和
語

灯
録
』
所
収
の
『
要
義
問
答
』
を
読
む
こ
と
に
よ
り）

（
（

、
疑
念
は
解
消

さ
れ
て
浄
土
宗
へ
の
信
仰
は
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
寿
月

は
念
佛
に
励
み
、
そ
れ
を
法
然
上
人
の
大
教
と
感
涙
に
及
ん
で
い
る
。

　
　

４　

享
保
十
八
年

　

寿
月
二
十
五
才
、
二
十
一
回
の
夢
を
所
収
す
る
。

　

①
出
家

我
た
ま
た
ま
う
け
か
た
き
人
界
に
生
を
う
け
な
か
ら
、
佛
を
と

う
と
む
こ
こ
ろ
も
な
く
、
こ
と
に
女
の
身
に
し
あ
れ
は
、
な
か

き
窓
に
や
し
な
は
れ
て
、
十
年
に
二
ツ
三
ツ
余
り
ぬ
る
比
よ
り

他
へ
嫁
し
、
親
と
つ
か
へ
、
ま
た
恵
の
あ
つ
き
事
い
へ
は
、
え
（
マ
マ
）
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に
思
ひ
出
る
も
、
な
み
た
せ
き
と
め
か
た
し
、
中
比
に
し
て
、

は
か
ら
す
も
夫
に
別
ぬ
、
生
死
無
常
の
な
ら
ひ
、
ふ
か
く
お
と

ろ
き
ぬ
れ
と
、
残
り
と
と
ま
り
給
へ
る
父
の
、
は
か
な
き
我
身

を
明
暮
の
た
の
も
し
人
に
お
も
ほ
し
た
る
、
い
と
哀
に
か
た
し

け
な
し
と
見
侍
る
ほ
と
に
、
か
せ
の
心
ち
と
て
、
ほ
と
な
く
う

せ
給
い
ぬ
、
お
さ
な
き
も
の
を
、
せ
ま
き
袖
に
は
く
く
み
た
る

は
い
と
か
な
し
、
か
く
も
世
に
心
に
も
の
の
か
な
は
ぬ
は
、
誰

も
千
と
せ
の
松
な
ら
ぬ
命
の
ほ
と
に
ま
よ
ひ
は
て
な
ん
も
あ
さ

ま
し
く
、
出
家
の
の
そ
み
し
き
り
な
り
し
に
も
、
一
そ
く
親
は

ら
か
ら
も
今
し
は
し
思
ひ
と
と
ま
れ
か
し
と
の
み
き
こ
へ
給
ふ

め
る
も
さ
る
こ
と
な
れ
と
、
露
の
命
の
き
え
な
ん
も
は
か
り
か

た
し
と
心
せ
か
れ
ぬ
、
き
さ
ら
き
十
日
余
り
九
日
嵯
峨
へ
も
ふ

て
、
佛
を
拝
す
る
に
も
、
我
願
を
か
な
へ
さ
せ
給
へ
、
母
も
一

そ
く
も
ひ
と
つ
心
に
出
家
を
ゆ
る
し
た
た
さ
は
り
な
く
と
、
ふ

し
お
か
み
お
か
み
た
の
み
を
か
け
て
帰
り
ぬ
、
其
日
は
母
も
ま

ふ
て
給
ひ
し
よ
し
跡
に
て
聞
ぬ
、
帰
り
給
い
ぬ
る
夜
、
な
に
と

な
く
心
ち
む
つ
か
し
く
て
、
や
か
て
ふ
し
給
ひ
し
夢
に
、
た
つ

と
き
御
僧
の
七
・
八
人
お
は
し
て
、
た
ち
か
は
り
た
ち
か
は
り

と
く
出
家
さ
す
へ
き
よ
し
を
の
み
す
す
め
給
ふ
と
思
ひ
て
、
夢

覚
け
る
と
か
や
、
後
に
物
語
し
給
ふ
、
そ
れ
よ
り
し
て
、
い
つ

く
も
い
つ
く
も
さ
は
り
な
く
心
よ
く
、
願
成
就
し
て
や
よ
い
四

日
に
出
家
し
ぬ
、
此
夢
こ
そ
我
み
し
よ
り
は
い
と
有
難
、
御
僧

の
七
・
八
人
も
お
は
し
け
る
と
や
、
是
我
願
を
か
け
し
所
々
に

ふ
か
う
し
ぬ
、
い
み
し
く
と
う
と
く
て
泪
と
と
め
か
た
し
、

　

出
家
の
経
緯
に
つ
い
て
、
自
身
が
女
人
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
夫

と
死
別
し
て
し
ま
っ
た
。
幼
き
子
も
お
り
、
そ
の
う
え
一
族
親
類
の

反
対
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
出
家
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
夢
中

で
僧
か
ら
の
勧
め
も
あ
っ
て
最
終
的
に
願
が
成
就
し
て
出
家
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

②
向
阿
上
人

向
阿
上
人
の
三
部
揃
に
、
あ
る
ひ
し
り
摂
取
不
捨
と
言
を
い
ふ

か
し
き
こ
と
に
し
て
、
い
か
な
る
い
ひ
な
ら
ん
と
佛
に
い
の
り

申
た
り
け
れ
は
、
夢
の
う
ち
に
本
尊
御
手
を
の
へ
て
、
彼
聖
の

う
て
を
と
ら
へ
て
、
や
や
し
は
し
も
て
、
摂
取
不
捨
と
は
か
か

る
を
い
ふ
な
り
と
示
さ
れ
た
り
け
る
と
な
ん
、
伝
聞
侍
る
と
書

と
め
給
ひ
し
を
思
ゐ
出
て
、
と
う
と
さ
も
お
ろ
か
な
ら
ん
や
は
、

露
の
命
は
け
ふ
か
あ
す
か
と
の
み
世
を
は
か
な
く
お
ほ
へ
つ
つ

す
こ
す
も
、
さ
す
か
に
ほ
と
へ
ぬ
る
を
う
ち
た
ゆ
み
て
、
ふ
り

き
ほ
い
を
と
け
す
な
り
な
ん
こ
と
と
思
ゐ
お
こ
し
て
、
此
春
ほ

い
の
こ
と
く
さ
ま
を
か
へ
侍
り
ぬ
、
ひ
と
へ
に
本
願
を
た
の
み
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奉
れ
は
、
か
の
御
佛
の
大
悲
心
の
光
明
の
う
ち
に
お
さ
め
給
へ

る
な
ら
ん
と
、
な
み
た
と
と
め
か
た
し

　

向
阿
証
賢
『
三
部
仮
名
鈔
』
所
収
の
『
西
要
鈔
』
の
摂
取
不
捨
の

問
答
を
引
用
し）

（
（

、
本
願
に
よ
れ
ば
、
み
仏
の
み
心
の
光
明
の
う
ち
に

修
ま
る
と
し
て
感
涙
す
る
。
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
を
確
信
し
た
寿

月
に
、
そ
れ
を
疑
う
様
子
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

③
六
字
名
号

剃
髪
せ
し
比
勤
行
の
折
か
ら
、
礼
拝
し
目
を
と
し
け
る
に
、
大

キ
サ
七
・
八
寸
ほ
と
な
る
紺
紙
金
泥
六
字
名
号
あ
り
あ
り
と
お

か
み
ぬ
、
名
体
不
離
と
あ
れ
は
佛
を
見
奉
る
に
こ
と
成
こ
と
な

し
と
い
と
有
か
た
し

　

④
阿
弥
陀
如
来

極
月
九
日
夜
、
上
品
の
あ
み
た
如
来
白
毫
ひ
か
り
、
我
い
ま
た

お
か
み
奉
ら
ん
斗
（
マ
マ
）ほ

と
也
、
す
い
し
や
う
を
目
に
う
つ
せ
し
こ

と
く
也
、
御
前
に
曼
荼
羅
珠
三
・
四
粒
も
舎
利
塔
に
入
て
有
、

我
袖
の
内
へ
二
り
う
お
の
れ
と
飛
入
給
ふ

　

六
字
名
号
や
阿
弥
陀
如
来
を
拝
す
る
夢
を
た
び
た
び
み
て
い
る
。

こ
の
年
に
は
阿
弥
陀
如
来
を
こ
の
夢
以
外
に
四
度
み
て
い
る
が
、
観

音
菩
薩
は
夢
に
み
て
い
な
い
。
享
保
十
五
年
～
同
十
六
年
に
は
観
音

菩
薩
ば
か
り
を
夢
み
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
名
号

に
つ
い
て
も
、
名
体
不
離
と
浄
土
宗
教
学
の
解
釈
に
し
た
が
っ
た
理

解
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

　

⑤
か
わ
ず
の
念
佛

同
月
（
極
月
：
筆
者
補
足
）
十
六
日
夜
、
我
居
間
の
庭
を
み
る

に
、
か
は
つ
飛
来
り
ぬ
、
い
と
大
キ
成
か
は
つ
か
な
と
見
い
た

る
に
、
か
さ
窓
の
方
へ
飛
行
此
窓
い
と
た
か
く
石
沙
も
り
あ
け

た
り
、
そ
れ
へ
ひ
た
と
飛
つ
く
、
は
し
め
の
ほ
と
は
、
石
に
つ

ま
つ
き
な
と
し
て
の
ほ
り
か
た
く
に
て
内
を
漸
々
の
そ
き
て
、

南
無
あ
み
た
佛
と
た
か
ら
か
に
一
声
と
な
へ
ぬ
、
こ
は
か
は
つ

も
物
言
事
あ
り
や
と
い
と
ふ
し
き
に
て
、
ま
と
の
内
を
み
れ
は

ひ
ろ
く
き
れ
い
に
て
七
・
八
尺
計
の
あ
み
た
如
来
、
新
佛
に
て

立
像
、
御
手
を
の
へ
て
、
か
は
つ
の
手
を
引
上
給
ふ
や
う
す
也
、

御
こ
し
を
か
か
め
つ
つ
お
は
し
ま
す
、
か
は
つ
の
念
佛
と
な
へ

し
こ
そ
む
へ
な
り
け
り
、
有
難
こ
と
か
な
と
我
も
友（
共
）に

念
佛
と

な
へ
て
お
か
み
奉
る
、
つ
く
つ
く
と
お
も
へ
は
、
此
か
は
つ
は

我
前
生
の
す
か
た
な
る
へ
し
、
い
か
成
佛
縁
に
ひ
か
れ
奉
り
て

か
、
人
界
に
生
れ
ぬ
、
し
か
し
業
鐘（
障
）の
な
す
所
に
て
、
あ
さ
ま

し
き
女
身
を
う
け
ぬ
、
則
前
生
を
し
め
し
て
か
は
つ
た
り
し
時
、

一
声
の
御
名
に
罪
鐘（
障
）を

め
つ
し
て
、
人
界
へ
生
れ
ぬ
、
能
々
念

佛
は
け
め
よ
、
す
く
ひ
給
は
ん
と
の
こ
と
な
る
へ
し
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か
わ
ず
を
自
身
の
前
生
と
し
、
か
わ
ず
で
あ
っ
て
も
一
声
の
念
佛

に
よ
っ
て
罪
障
は
滅
し
て
、
人
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
た）

（1
（

。
よ

く
よ
く
念
佛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
が
あ
る

と
い
う
信
仰
が
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
佛
想
感
夢
記
』
を
読
む
限
り
、
寿
月
の
み
る
夢
は
、
享
保
十
五

～
同
十
六
年
で
は
浄
土
教
的
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
の
教
え
に
沿
っ
た

も
の
と
は
い
え
ず
、
通
仏
教
的
な
信
仰
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
夢

中
で
は
し
ば
し
ば
観
音
菩
薩
を
拝
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

　

享
保
十
七
年
に
な
る
と
、
何
が
契
機
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

夢
に
阿
弥
陀
如
来
や
円
光
大
師
、
善
導
大
師
が
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
同
年
に
五
重
相
伝
を
受
け
、
寿
月
の
信
仰
は
、
浄
土
宗

の
そ
れ
へ
と
高
ま
り
、
決
定
す
る
こ
と
を
み
た
の
で
あ
る
。
翌
十
八

年
に
は
長
年
の
望
み
で
あ
っ
た
出
家
を
遂
げ
る
と
と
も
に
、
夢
に
み

る
内
容
も
浄
土
宗
信
仰
に
沿
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
た
。

　
（　

大
橋
幸
泰
『
近
世
潜
伏
宗
教
論　

―
キ
リ
シ
タ
ン
と
隠
し
念
仏
―
』（
校

倉
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
近
世
日
本
の
異
端
的
宗
教
活
動
と
秩
序
意

識
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
213
、
二
〇
一
七
年
）。

（　

拙
稿
「
日
本
近
世
に
お
け
る
寺
檀
制
度
再
考
」（『
佛
教
論
叢
』
（（
、
二
〇

二
一
年
）。

（　

拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
法
然
上
人
信
仰
」（『
佛
教
論
叢
』
（（
、
二
〇
一
九

年
）。

（　
『
仏
想
感
夢
記
』（『
稿
本
三
井
家
史
料　

室
町
家
二
代
高
遠
』
所
収
）。

　
　

な
お
『
稿
本
三
井
家
史
料
』
は
、
三
井
家
編
纂
室
が
明
治
期
に
修
史
事
業

と
し
て
三
井
各
家
歴
代
史
料
を
収
集
し
、
編
纂
さ
れ
た
史
料
集
で
あ
る
。

（
三
井
文
庫
編
『
史
料
が
語
る
三
井
の
あ
ゆ
み
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五

年
）
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）。

（　

三
井
文
庫
編
『
三
井
家
文
化
人
名
録
』（
三
井
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）。

（　

拙
稿
「
前
掲
註
３
」。

（　
「
剃
髪
得
度
授
名
牒
」（『
稿
本
三
井
家
史
料　

室
町
家
二
代
高
遠
』
所
収
）。

（　
『
要
義
問
答
』
第
八
「
三
心
を
具
足
せ
さ
せ
給
へ
」
の
う
ち
深
心
に
つ
い

て
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
（『
浄
全
』
９
、
五
四
二
頁
）。

（　
『
西
要
鈔
』
下
に
あ
る
老
女
と
の
問
答
（『
大
正
蔵
』
（（
、
三
〇
一
頁
）。

（0　

寿
月
が
女
身
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
「
業
障
の
な
す
所
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
に
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
付
記
〕
史
料
の
閲
覧
・
掲
載
に
際
し
て
、
公
益
社
団
法
人
三
井
文
庫
の
ご
高

配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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法
然
上
人
の
念
仏
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

花　

木　

信　

徹

　

開
宗
八
百
五
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
法
然
上
人
の
念
仏
が
呈

示
す
る
生
き
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
考
え
て
見
た
い
。

一　

開
宗
の
文　

　

二
祖
聖
光
上
人
の
『
徹
選
択
集
』
に
、
法
然
上
人
は
善
導
大
師
の

『
観
経
疏
』
の
「
一
心
専
念　

弥
陀
名
号　

行
住
坐
臥　

不
問
時
節

久
近　

念
念
不
捨
者　

是
名
正
定
之
業　

順
彼
仏
願
故
」
を
見
て
、

一
向
専
修
の
身
と
成
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
こ
と
は
、

『
末
代
念
仏
授
手
印
』
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
時
代
、

す
で
に
念
仏
は
、
空
也
、
源
信
、
良
忍
等
の
も
の
が
あ
り
、
高
野
山

の
念
仏
聖
も
全
国
で
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
飽
き
足

り
な
か
っ
た
法
然
上
人
は
、
こ
の
「
一
心
専
念
」
の
文
に
そ
れ
ら
に

な
か
っ
た
も
の
を
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
一
心
専
念
」
の
文
は
、
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
は
「
一
心
専
念　

弥
陀
名
号　

行
住
坐
臥　

不
問
時
節
久
近　

念

念
不
捨
者
」、
も
う
一
つ
は
「
是
名
正
定
之
業　

順
彼
仏
願
故
」
で

あ
る
。
前
者
は
、
念
仏
の
行
は
四
修
と
く
に
無
間
修
・
長
時
修
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
不
問
時
節
久

近
」
は
、「
長
短
」
で
は
な
く
「
久
近
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
、「
念
仏
を
始
め
た
の
が
久
し
い
か
最
近
か
を
問
わ
ず
」

と
い
う
意
味
に
採
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
採
れ
ば
『
選
択
集
』
の
第

九
章
で
、
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
の
恭
敬
、
無
余
、
無
間
修
を

「
畢
命
を
期
と
し
て
誓
う
て
中
止
せ
ざ
る
、
す
な
わ
ち
こ
れ
長
時
修

な
り
」
の
文
を
引
用
し
、
私
釈
段
で
も
う
一
度
強
調
し
て
い
る
こ
と

に
も
整
合
す
る
。
つ
ま
り
一
期
不
退
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

（
（

。

　

そ
し
て
後
者
は
、
前
者
の
根
拠
は
無
量
寿
経
の
第
十
八
願
に
あ
り
、

念
仏
は
本
願
行
で
あ
る
か
ら
往
生
が
定
ま
っ
た
行
で
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。



─ 129 ─

　

今
ま
で
よ
く
「
順
彼
仏
願
故
」
が
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
法

然
上
人
は
こ
の
文
に
よ
っ
て
、
念
仏
の
根
拠
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に

あ
る
こ
と
（
本
願
念
仏
＝
善
導
）
に
気
づ
い
た
の
だ
、
と
。
し
か
し

そ
う
な
ら
、
前
者
は
無
量
寿
経
の
第
十
八
願
「
設
我
得
仏
…
」
の
文

で
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
は
そ
こ
の
「
乃

至
十
念
」
に
つ
い
て
、「
十
回
で
も
よ
い
の
か
」
と
捉
え
ら
れ
る
恐

れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
善
導
大
師
は
、
わ
ざ
わ
ざ
第
十

八
願
を
前
者
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
、
四
修
と
く
に
無
間
修
、
長
時

修
と
い
う
形
で
示
し
た
の
だ
。
こ
の
四
修
と
い
う
念
仏
の
行
相
は
、

経
文
か
ら
は
、
は
っ
き
り
と
は
読
み
取
れ
な
い
も
の
で
、
善
導
大
師

が
わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。（『
往
生
礼
讃
』）

そ
し
て
、
法
然
上
人
は
、
善
導
大
師
の
「
念
仏
は
一
期
不
退
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
に
強
く
共
鳴
さ
れ
た
、
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。

　

こ
の
文
は
、『
選
択
集
』
の
第
二
章
で
も
、
念
仏
が
正
定
の
業
で

あ
る
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
第
十
八
願
の
文
を
使
っ
て
い
な
い
。

二　

本
当
の
祈
り
と
は

　

開
宗
八
百
五
十
年
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
「
お
念
佛
か
ら
は
じ
ま

る
幸
せ
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
コ
ピ
ー
は
、

我
々
念
仏
を
宗
と
す
る
宗
徒
が
、「
ど
う
か
幸
せ
に
な
れ
ま
す
よ
う

に　

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
法
然
上
人
の
念
仏
は
、
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
い
や
幸

せ
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
健
康
、
安
産
、
合
格
、
就
職
、
物
事
の
成

就
、
災
害
の
回
避
、
等
々
、
日
常
の
願
い
を
祈
る
こ
と
は
、
念
仏
に

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。　

　

念
仏
に
は
三
心
が
一
つ
で
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
至

誠
心
は
、
往
生
を
願
う
心
に
一
片
の
偽
り
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
回
向
発
願
心
は
自
他
の
す
べ
て
の
善
根
を
回

向
し
て
、
か
の
国
に
生
ぜ
む
と
発
願
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
つ

ま
り
、
念
仏
と
い
う
祈
り
に
は
、
極
楽
往
生
を
願
う
こ
と
の
み
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
他
の
こ
と
を
願
う
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
目
の
前
に
迫
り
く
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、「
助
け
た
ま

え
阿
弥
陀
仏
」
と
祈
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
危
機
に

お
い
て
も
、「
往
生
さ
せ
た
ま
え
」
と
、
死
後
の
こ
と
を
願
う
の
み

な
の
で
あ
る
。

　

何
故
な
の
か
。
わ
た
し
は
、
や
は
り
仏
教
の
原
則
が
縁
起
に
あ
る

か
ら
だ
と
考
え
る
。
現
在
は
過
去
の
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
過
去
を

変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
現
在
生
起
し
て
い
る
事
は
止
め
ら

れ
ず
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
我
々
が
で
き
る
こ
と
は
、
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現
在
の
行
い
を
改
め
て
未
来
を
変
え
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
当
の
楽
を
得
る
に
は
善
を
行
え
る
人
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
悟
り
を
開
く
必
要
が
あ
る
。

　

現
在
の
苦
を
受
入
れ
、
未
来
の
苦
を
避
け
る
た
め
に
修
行
に
邁
進

す
る
、
こ
れ
が
通
仏
教
的
な
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
凡
夫
は

こ
の
世
で
は
悟
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
我
々
に
開
か
れ
て
い
る

の
が
、
浄
土
往
生
の
教
え
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
が
凡
夫
の
悟

り
を
叶
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
縁
起
説
に
基
づ
き
、
自
ら

の
器
量
を
鑑
み
た
結
果
、
極
楽
往
生
を
願
う
こ
と
の
み
が
救
わ
れ
る

道
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、
念
仏
と
い
う
祈
り
に
、
往
生
と
い
う
願
い
し
か
認
め
ら

れ
て
い
な
い
理
由
で
あ
る
。
念
仏
は
、
目
の
前
に
ど
ん
な
危
険
が
あ

っ
て
も
、
い
わ
ば
そ
れ
を
無
視
し
て
、
死
後
の
往
生
を
ひ
た
す
ら
願

う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
の
祈
り
と
比
べ
る
と
、
大
変
奇
妙
な
も
の

で
あ
る
。
一
般
の
祈
り
は
、
目
の
前
に
あ
る
危
険
の
回
避
や
願
望
の

実
現
を
神
仏
に
願
う
。
こ
れ
は
（
縁
起
を
無
視
し
て
）、
現
実
に
介

入
す
る
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏

教
は
す
べ
て
は
縁
起
す
る
と
し
、
例
外
を
認
め
な
い
。
そ
の
結
果
、

こ
う
し
た
違
い
が
生
ま
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
四
修
三
心
の
念
仏
と
は
、
一
般
の
祈
り
と
違
っ

て
、
死
後
の
往
生
の
み
を
願
い
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
生
涯
に
わ
た
り

願
い
続
け
る
と
い
う
、
特
異
な
祈
り
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
法
然
上
人
の
念
仏
は
、
我
々
に
い
か
な
る
生
き
方
を
呈

示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　

念
仏
の
現
世
利
益

　

念
仏
は
、
往
生
の
た
め
の
祈
り
で
あ
る
。
で
は
、
念
仏
者
の
往
生

ま
で
の
生
に
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
。
煩
悩
具
足
の
我
々
は
、

生
き
て
い
て
も
苦
し
み
の
種
し
か
撒
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
念
仏
者
は
自
殺
し
な
い
の
か）

（
（

。

　

法
然
上
人
は
、
現
世
利
益
に
つ
い
て
二
種
類
を
挙
げ
て
い
る
。

　
『
選
択
集
』
第
十
五
章
に
お
い
て
、
法
然
上
人
は
「
六
方
の
諸
仏
、

念
仏
の
行
者
を
護
念
し
た
ま
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
、
善
導
の
言
葉
を
引

い
て
「
黄
病
黄
死
、
黄
に
厄
難
あ
る
こ
と
な
く
、
一
切
の
災
障
、
自

然
に
消
散
」
す
る
と
も
い
う
。
一
方
「
宿
業
限
り
あ
り
て
受
く
べ
か

ら
ん
病
は
い
か
な
る
仏
神
に
祈
る
と
も
そ
れ
に
よ
る
ま
じ
き
事
な
り
。

祈
に
よ
り
て
病
も
息
み
命
も
延
ぶ
る
事
あ
ら
ば
、
誰
か
は
一
人
と
し

て
病
み
死
ぬ
る
人
あ
ら
ん
」（『
浄
土
宗
略
抄
』）
と
述
べ
、
宿
業
に

は
決
ま
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
避
け
が
た
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
総
じ
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て
こ
こ
で
は
念
仏
の
行
者
は
、
往
生
へ
の
道
の
り
を
誤
ら
ず
進
め
る

よ
う
阿
弥
陀
仏
や
諸
仏
、
菩
薩
が
影
護
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

一
方
、
法
然
上
人
は
『
逆
修
説
法
』
第
三
七
日
に
お
い
て
、
阿
弥

陀
仏
の
十
二
光
を
取
り
上
げ
、
念
仏
す
る
者
は
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の

功
徳
と
し
て
、
清
浄
光
に
よ
っ
て
「
淫
貪
財
貪
の
不
浄
を
除
き
…
持

戒
清
浄
の
人
と
均
し
い
」
と
述
べ
、
歓
喜
光
に
よ
っ
て
「
瞋
恚
の
罪

を
滅
し
て
、
忍
辱
の
人
と
同
じ
」
と
述
べ
、
智
慧
光
に
よ
っ
て
「
愚

痴
の
と
が
を
滅
し
て
、
智
者
と
勝
劣
あ
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
無
量
寿
経
の
上
巻
で
、
無
量
寿
仏
の
別
名
で
あ
る
十

二
光
仏
を
挙
げ
、「
こ
の
光
に
遇
う
者
は
、
三
垢
消
滅
し
て
…
善
心

生
ず
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
煩
悩
具
足
の
我
々
で
あ

っ
て
も
、
念
仏
に
よ
っ
て
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
れ

ば
、
我
々
は
現
世
に
お
い
て
、
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
が
、
念
仏
者
が
往
生
す
る
ま
で
の

「
生
き
る
意
味
」
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
ノ
ニ
マ
ス

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
他
の
分
野
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。

ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
（
略
称
Ａ
Ａ
）、
こ
れ
は
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
を
克
服
す
る
た
め
に
、
一
九
三
十
年
代
に
ア
メ
リ
カ

で
始
ま
っ
た
運
動
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
で
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
、
実
効
的
な
取
り
組
み
を
確
立
し
て
き
た
世
界
的
な
運
動

で
あ
り
、
現
在
、
こ
の
取
り
組
み
が
も
っ
と
も
有
効
な
方
法
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
Ａ
Ａ
は
、
依
存
症
者
の
自
助
組
織
（
共

同
体
、
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
）
で
、
相
互
に
依
存
の
経
験
を
分
か
ち
合

い
、
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
こ
と
を
活

動
内
容
と
し
て
い
る
。
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
の
う
ち
、
初
期
の
取
り
組

み
で
重
視
さ
れ
る
の
が
第
三
ま
で
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
今
回
の
議
論
の

た
め
に
そ
の
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

一　

私
た
ち
は
ア
ル
コ
ー
ル
に
対
し
無
力
で
あ
り
、
思
い
通
り
に
生

き
て
い
け
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
。

二　

自
分
を
超
え
た
大
き
な
力
が
、
私
た
ち
を
健
康
な
心
に
戻
し
て

く
れ
る
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三　

私
た
ち
の
意
志
と
生
き
方
を
、
自
分
な
り
に
理
解
し
た
神
の
配

慮
に
ゆ
だ
ね
る
決
心
を
し
た
。

四　

恐
れ
ず
に
、
徹
底
し
て
、
自
分
自
身
の
棚
卸
を
行
な
い
、
そ
れ

を
表
に
作
っ
た）

（
（

。
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こ
こ
の
第
一
ス
テ
ッ
プ
は
「
認
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
自

分
の
意
志
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
止
め
ら
れ
な
い
、
そ
の
た
め
普
通
の
生

活
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
認
め
る
。
つ
ま
り
自
分
が
絶
望
的

状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
第
二
・
第
三
ス
テ
ッ
プ
は
「
自
分
を
超
え
る
力
に
ゆ
だ

ね
る
」
こ
と
。
ハ
イ
ヤ
ー
パ
ワ
ー
と
も
言
う
が
、
自
分
な
り
に
理
解

し
た
「
神
」
が
、
健
康
な
心
に
戻
し
て
く
れ
る
と
信
じ
、
そ
れ
に
ゆ

だ
ね
る
。

　

Ａ
Ａ
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
何
度
も
互
い
に
経
験
を
分
か
ち
合

い
、
こ
の
絶
望
と
希
望
を
く
り
返
す
。
自
分
は
ど
う
の
よ
う
に
失
敗

し
た
の
か
。
自
分
は
飲
ま
な
い
生
活
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
り
、
そ
れ

を
維
持
し
て
い
る
の
か
、
を
交
流
す
る
。

　

こ
の
次
第
は
、
何
か
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
念
仏
の

「
信
機
信
法
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
…
出

離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
信
じ
（
信
機
）、「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力

に
よ
っ
て
…
定
ん
で
往
生
を
得
る
」
と
信
じ
る
（
信
法
）、
と
同
じ

構
造
を
し
て
い
る
。
絶
望
か
ら
救
い
へ
。

　

Ａ
Ａ
で
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
飲
酒
が
止
ま
る
、
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
自
分
の
力
で
は
な
く
、
神
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
き
わ
め
て
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
仕
組
み
が
作
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
分
で
は
止
め
ら
れ
な
い
と
、
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

止
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
た
と
え
止
ま
っ
た
と
し
て
も
、
治
癒

し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
依
存
症
で
な
く
な
っ
た
の
で
は

な
い
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
再
飲
酒
す
れ
ば
一
層
依
存
症
が
進
行
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
不
断
の
努
力
、
つ
ま
り
仲
間
と
の
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
や
ス
テ
ッ
プ
の
実
践
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ

れ
を
欠
く
と
ま
た
飲
酒
の
誘
惑
が
強
ま
り
、
遠
か
ら
ず
再
飲
酒
に
至

る
と
い
う
。

　

こ
れ
も
ま
た
、
一
章
で
確
認
し
た
、
念
仏
に
は
一
期
不
退
の
相
続

が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、
同
型
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
Ａ
で
は
、「
こ

の
絶
望
に
よ
っ
て
、
自
己
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
」
と
い
う
心
的
状
態
を

「
自
我
の
収
縮）

（
（

」
と
呼
ん
で
い
る
。

五　

松
本
史
朗
氏
の
縁
起
説

　

こ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
た
め
に
、
次
に
松
本
氏

の
縁
起
説
に
目
を
や
っ
て
み
よ
う
。
松
本
氏
の
縁
起
説
に
つ
い
て
は
、

著
書
『
仏
教
思
想
論　

上
』
の
第
一
章
「
仏
教
の
批
判
的
考
察
」
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
の
議
論
に
関
係
す
る
と
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こ
ろ
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

松
本
氏
は
、
仏
教
と
は
縁
起
説
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
縁
起
説
は

十
二
支
縁
起
説
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

十
二
支
縁
起
説
は
、「
無
明
を
原
因
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
が
い

か
に
し
て
生
じ
、
ま
た
そ
の
無
明
が
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
苦
が
い
か
に
し
て
滅
す
る
か
を
説
く
」。

　

こ
の
縁
起
説
が
説
く
も
の
と
は
何
か
。「
そ
れ
は
、
自
己
否
定
に

も
と
づ
く
宗
教
的
時
間
を
説
く
も
の
で
あ
る
。」「
そ
こ
で
扱
わ
れ
る

の
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
苦
悩
と
絶
望
、
及
び
そ
の
救
済
と
復
活
に

関
わ
る
宗
教
的
時
間
な
の
で
あ
る
。」「
自
己
否
定
、
つ
ま
り
、
た
え

ざ
る
我
の
否
定
」
に
よ
っ
て
、「
我
を
基
体
と
す
る
諸
法
は
、
そ
の

実
在
性
が
奪
わ
れ
る
。」
そ
れ
に
よ
っ
て
「
諸
法
は
滅
し
う
る
も
の

と
な
り
、
縁
起
の
逆
観
が
」「
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。」「
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
た
え
ず
自
己
を
否
定
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
の

み
、
宗
教
的
時
間
は
成
り
立
つ
と
言
え
る
」。

　

こ
の
縁
起
説
は
、
し
か
し
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
究
極
」
で
あ
り
、
こ

の
状
態
は
「
決
し
て
長
く
は
も
ち
こ
た
え
ら
れ
」
な
い
。「
絶
対
他

者
」「
超
越
的
な
「
他
者
」
が
な
け
れ
ば
」、
こ
の
た
え
ざ
る
自
己
否

定
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
、
松
本
氏
は
主
張
す
る
。

　

以
上
の
見
解
を
見
る
と
、
や
は
り
、
無
明
か
ら
生
老
病
死
に
至
る

縁
起
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
否
定
に
至
り
、
無
明
を
滅
し
、
ひ

い
て
は
生
老
病
死
と
い
う
苦
を
滅
す
る
と
い
う
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル

な
論
理
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

六　

法
然
上
人
の
念
仏

　

法
然
上
人
の
念
仏
も
、
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
（
＝
縁

起
）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
念
仏
の
出
発
点
は

「
愚
者
の
自
覚
」
で
あ
る
。「
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
…
出
離
の
縁

あ
る
こ
と
な
し
」
こ
れ
に
よ
っ
て
「
厭
離
穢
土
」
こ
の
世
を
厭
い
、

「
欣
求
浄
土
」
来
世
の
往
生
を
願
う
。
こ
の
世
の
自
己
の
否
定
で
あ

り
、
自
己
を
未
来
の
阿
弥
陀
仏
の
救
済
に
託
す
。
こ
の
自
己
否
定
こ

そ
が
、
我
の
無
（
松
本
氏
の
縁
起
説
）
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
現

在
の
自
己
の
マ
イ
ナ
ス
価
値
と
い
う
自
覚
を
生
み
、
無
明
煩
悩
を
滅

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
が
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
で

あ
り
、
現
生
に
お
け
る
「
善
の
可
能
性
」
で
あ
る
。

　

こ
の
論
理
が
発
動
す
る
に
大
事
な
の
は
、「
愚
者
の
自
覚
」
の
切

実
さ
で
あ
る
。（
至
誠
心
）
自
分
の
行
状
を
謙
虚
に
見
つ
め
て
、
自

己
の
愚
か
さ
を
不
断
に
実
感
す
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
と
い
う
行
の
中

で
行
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
は
、「
神
」
の
概
念
を
持
た
な
い
。
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つ
ま
り
、「
神
」
の
超
越
性
、
他
者
性
が
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、

「
自
己
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

日
本
の
Ａ
Ａ
に
お
い
て
、
常
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本

人
は
神
仏
を
魔
術
的
（
祈
祷
や
供
物
）
に
よ
っ
て
、
願
い
を
か
な
え

て
も
ら
え
る
よ
う
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
、
日

本
で
の
「
祈
り
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
い
う

「
偶
像
崇
拝
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
己
否
定
で
は
な
い
。
自
己
の

拡
張
、
自
己
の
肯
定
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
我
々
東
洋

人
は
、
現
世
利
益
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
智
恵
で
あ
ろ
う
が
、

善
で
あ
ろ
う
が
、
延
命
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
の
無
知
を
鑑
み
れ
ば
、

期
待
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
念
仏
を
相
続
し
、
自
己
の
愚
か
さ
を
痛
感
し
な
が
ら
、

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
ん
な
自
分
に
は
あ
り
え
な
い
「
善
」
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
、
と
十
二
光
仏
で
の
文
は
い
う
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
恩
寵
の
よ
う
に
、
ま
た
ギ
フ
ト
の
よ
う
に
そ
れ
は
与
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
い
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
…
」
と
法

然
上
人
が
言
わ
れ
る
意
味
で
も
あ
る
。

　

総
じ
て
、
法
然
上
人
の
四
修
三
心
の
念
仏
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
は

往
生
の
業
で
あ
る
が
、
そ
の
往
生
ま
で
の
生
を
、
生
き
が
い
の
あ
る

も
の
に
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
身
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫

た
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
な
さ
れ
る
「
善
」
も
不
具
自
得
の
も

の
で
あ
る）

（
（

。

（　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
三
巻p.（（（

（　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
五
巻p.（（（

（　
「
越
中
の
光
明
房
へ
遣
わ
す
御
返
事
」『
浄
土
宗
聖
典
』
第
四
巻p.（（（

（　

法
然
上
人
行
状
絵
図
の
第
二
十
八
巻
に
は
、
津
戸
の
三
郎
為
守
の
自
死
が

書
か
れ
て
い
る
。
浄
土
宗
聖
典
第
六
巻

（　
『
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ッ
ク
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
の
歴
史
』
ア
ー
ネ
ス
ト
・
カ
ー
ス

ト　

明
石
書
店　

p.（（

（　

同　

p.（（

（　

こ
こ
で
の
「
不
求
自
得
」
は
、「
求
め
て
も
良
い
が
、
求
め
ず
し
て
、
得

ら
れ
る
」
で
は
な
く
、「
求
め
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
得
ら
れ
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
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■
彙
　
報  

令
和
四
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、
令
和

四
年
（
二
〇
二
二
）
九
月
十
五
日
・
十
六
日
の
両

日
、
佛
教
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
。
主
催
は
浄
土

宗
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
五
日
（
木
）

　

受
付　
　
　
　
　
　

午
前
九
時

　

開
会
式　
　
　
　
　

午
前
九
時
三
十
分

　

基
調
講
演　
　
　
　

午
前
十
時

　
　

一
般
研
究
発
表　

午
後
一
時
十
五
分

九
月
十
六
日
（
金
）

　

受
付　
　
　
　
　
　

午
前
九
時

　

一
般
研
究
発
表　
　

午
前
九
時
三
十
分

　

パ
ネ
ル
発
表　
　
　

午
後
一
時

　

閉
会
式　
　
　
　
　

午
後
三
時
十
分

【
基
調
講
演
】

お
念
仏
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ

　

―
立
教
開
宗
の
歴
程
―

�

大
本
山
百
萬
遍
知
恩
寺
法
主　

福
𠩤
隆
善

【
パ
ネ
ル
発
表
】

①
天
国
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て

代
表
者
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

�

　

大
正
大
学
教
授　

曽
根
宣
雄

登
壇
者

「
各
種
辞
書
の
天
国
と
い
う
項
目
の
記
述
」

　
　
　
　

大
正
大
学
非
常
勤
講
師　

長
尾
隆
寛

「
新
聞
の
報
道
状
況
」

　
　
　

�

　

大
正
大
学
教
授　

曽
根
宣
雄

「
週
刊
誌
等
の
報
道
状
況
」

　
　
　
　

大
正
大
学
非
常
勤
講
師　

長
尾
隆
寛

「
仏
教
学
の
立
場
か
ら
」

　
�

　

大
正
大
学
専
任
講
師　

佐
藤
堅
正

「
浄
土
学
の
立
場
か
ら
」

　
�

　

大
正
大
学
教
授　

曽
根
宣
雄

②
聖
光
上
人
の
ご
遺
跡
に
つ
い
て
―
遺
跡
参
拝
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
『
聖
光
上
人
を
訪
ね
て
』
の
編
集

を
経
て
―

代
表
者
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

千
葉
教
区
常
行
院　

浄
土
宗
総
合
研
究
所

�
　

郡
嶋
昭
示

登
壇
者

「
地
域
に
残
る
伝
承
と
現
地
調
査
報
告
①
」

�

　

長
崎
教
区
法
源
寺　

松
尾
瑞
光

「
地
域
に
残
る
伝
承
と
現
地
調
査
報
告
②
」

　
　
　

�

熊
本
教
区
知
足
寺　

高
田
知
徳

「
各
伝
承
と
そ
の
基
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
①
」

　

三
河
教
区
法
厳
尼
寺　

浄
土
宗
教
学
院

�

　

朝
岡
知
宏

「
各
伝
承
と
そ
の
基
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
②
」

　

千
葉
教
区
常
行
院　

浄
土
宗
総
合
研
究
所

�

　

郡
嶋
昭
示

③
「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
考
え
る

代
表
者
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

�

　
　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

石
田
一
裕

登
壇
者

「
釈
尊
の
こ
と
ば
か
ら
み
る
「
し
あ
わ
せ
」」

　

�

　
　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

石
田
一
裕

「「
し
あ
わ
せ
」
に
つ
い
て
の
法
話
実
例
」

　

�

　
　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

井
野
周
隆

「W
ell-being

と
し
て
の
「
し
あ
わ
せ
」」

　

�

　
　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

今
岡
達
雄

「
浄
土
教
に
お
け
る
「
し
あ
わ
せ
」」

　
　

�

　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

齊
藤
舜
健

【
一
般
研
究
発
表
】

▽
第
一
部
会
（
十
五
日
）

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
の
性
格
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�

　
　
　

春
本
龍
彬

法
然
上
人
の
念
仏
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察　
　

　

�

花
木
信
徹

建
永
の
法
難
に
お
け
る
事
件
性　
　
　

成
田
勝
美

源
信
僧
都
の
仏
身
観
と
法
然
上
人
の
仏
身
観　
　

　

�

曽
根
宣
雄

東
大
寺
蔵
「
二
枚
起
請
文
」
に
つ
い
て

�
　
　
　

坂
上
雅
翁

聖
聡
『
当
麻
曼
荼
羅
疏
』
と
証
空
『
当
麻
曼
荼
羅

註
記
』　�

　
　

斎
藤
唯
衣

『
鎌
倉
法
語
集
』
に
つ
い
て　

�

　
　

瀬
高
佑
晃

東
国
所
縁
の
諸
行
本
願
義
の
人
師
た
ち　

�

　
　

吉
田
淳
雄

▽
第
一
部
会
（
十
六
日
）

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
仏
性
に
つ
い
て

�

　

里
見
奎
周

中
国
仏
教
に
お
け
る
浄
穢
の
議
論　

�

工
藤
量
導

『
決
定
往
生
集
』
第
五
修
因
決
定
に
つ
い
て　
　

�

　

服
部
純
啓

信
機
信
法
と
そ
の
周
辺　

�

法
澤
賢
祐

源
信
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
の
特
徴
―
浄
土
観
と
念

仏
観
を
め
ぐ
っ
て
―�

　

松
尾
善
匠

『
往
生
拾
因
』
に
お
け
る
沙
弥
教
信
説
話　
　
　

�

伊
藤
茂
樹

▽
第
二
部
会
（
十
五
日
）

江
戸
時
代
の
尼
僧
が
み
た
浄
土
―
寿
月
『
仏
相
感

夢
記
』
を
読
む
―　

�

林
宏
俊

『
徳
本
行
者
伝
』
に
つ
い
て　

�

石
川
達
也

法
州
上
人
『
三
法
語
講
説
大
意
』
に
示
さ
れ
る
三

心
に
つ
い
て　

�

　

長
尾
隆
寛

無
量
寿
経
曼
荼
羅
と
當
麻
曼
荼
羅
の
近
世
に
お
け

る
展
開　

�

神
居
文
彰

黒
田
眞
洞
の
自
筆
資
料
に
つ
い
て
―
『
成
唯
識
論

述
記
私
抄
』
他　

負
笈
四
都
に
遊
び�　

鷹
司
誓
榮

ヨ
ー
ガ
階
梯
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ラ
ナ
の
解
説
⑫

（
自
在
神
へ
の
祈
念
Ⅲ
）�

近
藤
辰
巳

極
楽
の
声
聞
―
『
無
量
寿
経
』
中
心
に
―　
　
　

�

石
田
一
裕

『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
聞
名
と
称
名　

�

中
御
門
敬
教

▽
第
二
部
会
（
十
六
日
）

戦
前
の
浄
土
宗
青
年
会
に
つ
い
て�

赤
坂
明
翔

障
害
者
差
別
解
消
法
改
正
が
寺
院
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て　

�

福
本
達
郎

「
一
日
授
戒
」
に
つ
い
て　

�
井
野
周
隆

施
餓
鬼
会
に
つ
い
て　

�
西
城
宗
隆

「
施
餓
鬼
会
表
白
」
訳
註　

�

安
達
俊
英

【
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
】

戦
前
の
浄
土
宗
青
年
会
関
係
年
表

　
　

�

　

福
島
教
区
無
能
寺　

赤
坂
明
翔

日
本
各
地
の
徳
本
名
号
塔

　

�

念
仏
行
者
徳
本
上
人
研
究
会　

石
川
達
也

※
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
拠
る
。
収
録
論
文
と
発
表

題
目
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�

（
各
部
会
発
表
順
・
敬
称
略
）

�

（
加
藤
・
吹
田
記
）



佛 教 論 叢　第67号　〈非売品〉

　令和 5年 3月25日　　印　刷

　令和 5年 3月25日　　発　行

発　　行　浄　　　　土　　　　宗
編　　集　浄　　　　土　　　　宗
京都市東山区林下町・浄土宗宗務庁内

　　　

編
集
後
記

・『
佛
教
論
叢
』
第
六
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
本
号
は
佛
教
大
学
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
令
和
四
年
度
・
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
（
九
月
十
五
日
・
十
六

日
）
に
お
け
る
基
調
講
演
と
パ
ネ
ル
発
表
、
お
よ
び
一
般
研
究
発
表
の
成
果
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

・
基
調
講
演
に
お
い
て
は
、「
お
念
仏
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
―
立
教
開
宗
の
歴
程
―
」
と
題
し
て
、
大
本
山

百
萬
遍
知
恩
寺
法
主
の
福
𠩤
隆
善
台
下
に
貴
重
な
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
台
下
に
は
お
忙
し
い
中
、

講
演
録
を
ご
校
正
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

・
ま
た
パ
ネ
ル
発
表
と
し
て
、
三
件
の
貴
重
な
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
各
パ
ネ
ル
代
表
者
に
は
当
日
の
発
表

概
要
を
ま
と
め
て
も
ら
い
、
そ
の
内
容
を
本
誌
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

・
一
般
研
究
発
表
の
成
果
に
つ
い
て
は
、『
佛
教
論
叢
』
編
集
委
員
会
の
厳
正
な
査
読
を
経
て
、
許
可
さ
れ

た
研
究
論
文
と
研
究
ノ
ー
ト
の
二
種
の
み
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

・
本
大
会
な
ら
び
に
本
誌
に
関
し
ま
し
て
、
ご
意
見
や
ご
感
想
を
頂
戴
し
、
更
に
充
実
し
た
も
の
を
制
作
し

て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

�
（
本
庄
記
）



─ 15 ─

関連ホームページ検索
内閣府ホームページ　
内閣府の政策→政策調整→障害者施策→  ○障害者基本法

　　　　　　　　　　　　　　　　　 →  ○障害者権利条約
　　　　　　　　　　　　　　　　　 →  ○障害者白書
　　　　　　　　　　　　　　　　　 →  ○障害者差別解消
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　  ○障害者差別解消法基本方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　  ○合理的配慮の提供等事例集
厚生労働省ホームページ
政策について→障害者福祉→　○障害者総合支援法

　　 〃　　　→雇用→障害者雇用対策→　○障害者雇用促進法
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　寺院においては事業者としてこの法を遵守するのは当然として、「ともいき」
理念と親和性が高い共生社会の理念は浄土宗寺院には受け入れやすいと考えら
れる。法の趣旨を理解しさえすれば直ぐにでも差別解消の推進の一助となり、
共生社会の担い手となる素養は既に備わっている。
まずは檀信徒や参詣者に障害者がおられることを想定して、障害者が生きづら
い現実に直面していることに気づくことが大切である。前述の障害者数の統計
からすると法要に参詣者が１３人来られたならその内１人は障害者がおられる
計算になる。障害者から配慮の申し出があった際は丁寧に対応し、「前例がな
い」「一人だけ特別扱いできない」といった理由で断ることは義務化によりで
きなくなる。尚、障害者への配慮は他の者と平等の恩恵を受ける為であって一
個人への特別扱いとはみなされない。
合理的配慮については提供を求める障害者当人とよく話し合い、双方がお互い
の状況の理解に努めたうえで合意した方法を実施すべきである。建設的対話を
せず思い込みや偏見に基づいた判断で行うと、善意によるものであってもかえ
って障害者が困惑することにもなる。
また、寺院は障害者にとって参詣しにくい点（段差が多い等）が多々あり、障
害者は自らの障害特性によっては社会的障壁が多くなる場は敬遠しがちである。
その為、事前的改善措置として寺院の環境を整えておくことが重要となる。例
えば、段差の解消や手すり・スロープの設置は歩行機能障害者に有効であるが、
それだけではなく誰もが歩きやすくなるという公共の恩恵ももたらす。また、
住職や職員が研修等で障害への理解を深め、障害者への適切な対応を心掛ける
ソフト面での整備も進めていき、そしてそれを周知することによって参詣しや
すいというイメージを持ってもらうことが寺院へ足を運んで頂くことにつなが
っていく。
　障害者が暮らしやすい社会は誰にとっても暮らしやすい社会となる。また、
社会モデルの理念は障害者だけでなく他のマイノリティや社会的弱者にも適応
可能であり、SDGs の「誰一人取り残さない」「持続可能な」取り組みといえ
る。共生社会の実現に向けて、社会をより良い方へ皆で変革していく認識を共
通して持つことができるように、寺院からも社会へ向けて啓発していくことが
必要である。
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〇当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じる
　社会モデルの考え方では障害者の障害特性等と社会的障壁の組み合わせで不
具合が生じる。その組み合わせのパターンは膨大であり、また社会的障壁の除
去の手段は社会の進展や技術的な進歩等によって変化してゆく。その為、状況
を限定した対応マニュアル等を制作しても効果は薄いと考えられる。法を理解
したうえでガイドラインを設けることや事例集を参考にし、その場その状況ご
との対応が大切である。

〇事前的改善措置
　法第５条では合理的配慮を的確に行う為、事業者は自ら設置する施設の構造
の改善及び設備の整備、関係職員の研修など環境の整備に努めなければならな
いとしている。合理的配慮は障害者一個人ごとに要請に応じて行うものである
が、多数の障害者の利用が予測される場合はバリアフリー化等を行い、前もっ
て施設の環境整備をしておくことも有効である。また、職員に対して差別解消
推進の研修を行い、法の周知や障害者への適切な対応を身につけること等も環
境整備の一環となる。

４，寺院はどう対応すべきか

　「社会モデルの理念が浸透することにより多くの障害者が社会参加するよう
になる→障害者と接する機会が増えまた建設的対話によっても相互理解がすす
む→合理的配慮の提供の繰り返しにより社会的障壁が徐々に無くなっていく→
動きやすくなった障害者は更に社会参加し共生社会の発展に貢献する」という
差別解消の流れは既に始まっている。この時流に逆らい障害者の社会参加を妨
げたり活動を阻害するような体制・環境や言動は障害者差別とみなされる。
　差別に対する意識は一昔前と大きく変わってきている。しかし、それに気づ
かず意図せずに差別的取扱いをしてしまうことが多いと考えられる。これは障
害に対する知識の不足、障害者に対する意識の偏りに起因する面も大きい。ま
た、合理的配慮の提供が義務化されることによって、障害者への配慮を何もし
なかったこと（合理的配慮の不提供）が法や条例に反するとして差別的とみな
される可能性もある。
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３- ３，合理的配慮の提供
　障害者が社会との関わりで不具合を感じて周囲に配慮を求め、それに応じて
負担が重すぎない範囲で効果的に社会的障壁を取り除くことを合理的配慮の提
供という。環境や手段を調整することで障害者が健常者と同じ様にサービスを
受けられるよう配慮することであり、これまで障害者への心配りや気遣いとし
て個人の善意によっていた行為が社会体制として整えられることになった。
施行当初は法第七条二において行政機関に対しては合理的配慮の提供は義務と
定め、法第八条二では事業者に対しては努力義務としていたが、改正後は事業
者にとっても合理的配慮の提供は義務となった。令和３年の改正において最も
重要な変更点であり、事業者とその事業に大きく影響するであろう点である。
　この合理的配慮の提供は障害者権利条約にうたわれており、社会モデルの理
念を具体化する行為であるが社会的認知度はまだまだ低く、行政機関による啓
発活動が積極的に行われている。また、これまでにどの様に配慮を提供してき
たか事例集が内閣府のホームページ等で公開されており、各地の自治体も冊子
等で発行配布している。

〇障害者からの意思の表明
　法第八条二で障害者から意思の表明があった場合においてと定義されている
為、合理的配慮の提供は障害者からの申し出を受けて行うものとなる。そして、
障害者と当該事業者の間で建設的対話がなされ、お互い納得する手段が決めら
れ実施される。義務化によって何らかの形で必ず合意・実施されなければなら
なくなる。

〇過重な負担にならない範囲
　社会的障壁の除去手段は様々でその実施が事業者には重い負担となるものも
ある。基本方針では必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られる
こと、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの
であること、事務・事業の本質的な変更には及ばないこととされている。その
時々の状況で費用や労力等の負担が重すぎない範囲で必要な配慮を導き出さな
くてはならない。必要最小限で合理的な手段であるからこそ、何度も繰り返し
実施できる配慮となる。
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がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける状態にある者と定義されている。社会モデルの考え方で
あり、障害者手帳の所持者に限られない。また、障害児もその中に含まれる。
内閣府令和４年版障害者白書によると日本全国で障害者数の概数は、身体障害
者は４３６万人、知的障害者は１０９万４千人、精神障害者は４１９万３千人
となっている。国民のおよそ７. ６％が何らかの障害を有していることになり、
障害者は健常者に対してマイノリティ（社会的少数派）となる。障害者問題は
障害特性だけでなく、マイノリティであることも大きく起因している。
〇事業者
　法第二条七に事業者とは商業その他の事業を行う者と定義されている。基本
方針には目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継
続する意思をもって行う者とされている。したがって、宗教法人も含まれる。
寺院のみならず、寺院が運営する施設、宗内の各種団体、詠歌講やサークル活
動、ボランティア団体、町内会までもが対象範囲に入ることになる。
〇対象分野
　日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となる。ただし、事業者が
障害者を雇用していて障害を理由とする差別を解消する為の措置については障
害者雇用促進法が定めるところとなる。

３- ２，不当な差別的取扱い
　法第八条では事業者における障害を理由とする差別を禁止している。基本方
針には障害者に対して正当な理由なく障害を理由として

・財・サービスや各種機会の提供を拒否する
・提供に当たって場所や時間帯などを制限する
・障害者でない者に対しては付さない条件をつける

等で障害者の権利利益を侵害することを禁止するとなっている。全員参加型共
生社会を実現する為には障害者を社会から締め出す様な行為は許されない。そ
して、障害者でない者との平等な取扱いの為であるなら、障害者に特別な措置
をとることやプライバシーに配慮しつつ障害の状況等を確認することは不当な
差別的取扱いには当たらないとされる。
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また、多くの自治体で差別の解消の推進を定めた条例が施行されている。
　内閣府障がい者制度改革推進会議の平成２３年発行「改正障害者基本法（わ
かりやすい版）」では障害者基本法第一章第一条を「この法律は、すべての人
が人権を持っているという考え方に基づいて、障害があってもなくても分けら
れず、一人ひとりを大切にする社会（共生社会）をつくるために、自立や社会
参加を支援する法律や制度をよりよいものにしたり、つくったりすることを目
指します。」と説明している。
　それまでの障害者制度は障害者を守ってあげなくてはならない人と捉え法に
よって保護する対象としていたが、平成２３年の改正では障害の有無にかかわ
らずお互いを尊重しながら全員が参加する社会を目指し、実現するには支援が
必要な人には法でもって手助けするという考え方になっている。
　導入が進んでいるバリアフリー化やユニバーサルデザイン設計の様に分け隔
てなく誰にでも利用でき、平等に恩恵を受けられる社会体制が整えられつつあ
る。
　この様に日本の障害者制度は旧来の障害者を特別視し隔離した時代から、障
害をその人の個性の一つと捉え皆平等に共に暮らす時代への過渡期にあるとい
える。

３，障害者差別解消法（以下、法）の内容

　２６の本則の条文と附則からなるが概要としては
①　障害を理由として不当な差別的取扱いや権利侵害の禁止
②　合理的配慮の提供
③　行政機関の差別解消事業の推進

その中で③は①・②を社会全体で取り組む様、国民へ啓発活動をすることが主
となる。法を総合的かつ一体的に実施する為に作成された「障害を理由とする
差別の解消の推進に関する基本方針」（以下、基本方針）を参照し、法の対象
や効力等をみてゆく。

３- １，法の対象範囲
〇障害者
　法第二条一に障害者とは身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の障害
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　日本は条約批准に先立って、国内法の整備に乗り出し『障害者基本法』の改
正（平成２３年）、　『障害者総合支援法』の施行（平成２５年）、『障害者差別
解消法』の制定（平成２５年）、『障害者雇用促進法』の改正（平成２５年）等
を行った。この様な障害者制度の改革を踏まえたうえで平成２６年、条約を締
結した。

２- ２，医学モデルと社会モデル
　障害者権利条約はその条文の中で「障害の社会モデル」の考え方を示してい
る。従来は障害者と社会との関わりで不具合が生じる場合、障害者の心身の特
徴や能力に原因があるとされ、障害者個人の努力（治療や訓練等）によって解
決するものとされてきた。これを「障害の医学モデル」という。
　それに対し、「障害の社会モデル」は障害者が社会において受ける制限は、
心身の機能の障害のみに起因するのではなく、社会における様々な障壁と相対
することによって生ずるものとする考え方である。
　障害者差別解消法第二条二において、この社会における様々な障壁のことを

「社会的障壁」といい、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上
で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、 観念その他一切のものが
含まれると定義されている。即ち障壁が存在している社会のほうに原因があり、
それが障害者の特性との相互作用で不具合が生じるとされる。
　医学モデルでは障害者個人の問題とし障害者に関わるのは医療や福祉の分野
に限られていたが、社会モデルでは社会的障壁を取り除くのは社会の責務であ
り、社会全体で取り組むことを求めている。日本の障害者制度に関わる法律条
例も社会モデルが基本理念となっている。

２- ３，日本の障害者制度
　関係する全ての法律は障害者権利条約の理念に沿う様になっており、主なも
のは下記の４法。

・障害者基本法　　　　　障害者制度の基本理念
・障害者差別解消法　　　その理念「差別の禁止」の具体的施策を規定
・障害者総合支援法　　　障害者福祉について規定
・障害者雇用促進法　　　障害者の雇用について規定
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１，障害者差別解消法とは

　正式名称『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』（平成二十五
年法律六十五号）平成２５年６月制定・平成２８年４月に施行された日本の法
律である。　
　当初から施行より３年後に条文を見直しすることが規定されており、改正法
が令和３年５月に成立し、公布日である令和３年６月４日から起算して３年以
内に施行される。内閣府ホームページでは「この法律は全ての国民が障害の有
無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的
としている。」と説明している。
　障害を理由とする差別の禁止を定めるが名称が「差別の禁止」ではなく「差
別の解消の推進」であるのは差別を禁止するだけでなく、差別が存在しない社
会へ推進していく為の社会体制の整備や支援等、行政機関の措置についても定
めているからである。
　障害がある人もない人も平等に、お互いに認め合い、地域社会の中で仲良く
暮らすことを目指しており、浄土宗が掲げる「ともいき」の理念と相通じると
ころが多い。

２，障害者差別解消法成立の背景

２-１，障害者権利条約
　近年、世界規模であらゆる差別の禁止撤廃の気運が高まっており、『障害者
の権利に関する条約』（以下、障害者権利条約）が国連で平成１８年に採択さ
れ、平成２０年に発効した。この条約は障害者の人権や基本的自由・権利を尊
重する為、各分野での取組を締約国に求めるものである。

障害者差別解消法改正が寺院に与える影響について

福　本　達　郎
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現在受動分詞形であると考えられるが、手元にある辞書類からはそのような用例は見つ
けることができなかった。ここでは、前後の文脈から推察して「現在」と訳した。

２）テキストでは ”vaimalyagrakars
4

a” となっているが、”vaimalyaprakars
4

a” として読んだ。
３）Svetāśvatara Upan

4

is
4

ad 6-23
４) Bhagavad gītā 11-55　尚、引用中の「パーンドゥの王子」とはアルジュナを指すが、ア

ルジュナは前節に言及されているナーラーヤナの化身とされる。また、話者であるクリ
シュナはヴィシュヌの化身とされる。

５）つまり、”pran
4

idhān
4

a” と ”pran
4

ava” の意味するところは同じだと説明しているのである。
尚、”dhān

4

o vakāropajanam
4

” は、次節との関連から、”dhān
4

o ‘vakāranam
4

” として読んだ。
本稿訳注 6）参照。

６）この箇所は、”pran
4

ava” の ”ava” に関する説明であると考えて訳出した。
７）Br

4

had āran
4

yaka Upan
4

is
4

ad 5-1-1
８）Taittirīya Upan

4

is
4

ad 1-8-1
９）Bhagavad gītā 17-23
10) “visn

4 4

usahasranāmastotram” とテキストの脚注にある。

（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, śan4kara on the yoga sūtras , Motilal Banarsidass Publishers,Delhi,1992
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葉は聖音である、と述べられたのである。それとはこれまで述べられた性格を
もつ自在神であり、（それを）表すことばが、つまり意味するのが聖音である。

「牛」という語が、「垂肉などを有するもの」（を意味するの）と同様である。
　それ（つまり聖音）によって、大いに讃え、称賛することを意味するのが 
“pran

4

ava”  である。あるいは、自在神を讃え、称賛することが “pran
4

ava” つ
まり「オーム」と発音することである。
　自在神を祈念したい人々が、それ（つまり聖音）によって祈念する

（”pran
4

idhān
4

a”）、あるいは、それによって、拝礼する、あるいは、彼らが、心
の中で自在神を祈念するということであり、（”pran

4

idhān
4

a” の）“dhān
4

a” は、
（”pran

4

ava” の）”ava” の代わりに用いられているのである。（５）

　例えば、知覚できない対象は、言葉を発することによって、心の中で祈念す
る。メール山やインドラ神（が祈念される場合）と同様である。
　そして、そのオームという言葉が意味するものが自在神なのである。発せら
れる音と意味とが明確に一致しているのである。
　“avati” には、加護などを目的として、望まないものを除く意味がある。（６）

つまり、祈念する者たちを輪廻から救い出す（”avati”）のである。あるいは、
輪廻している者たちを涅槃に到達させるとか、あるいは、無上の喜びを得させ
るとか、三昧などの恩恵を与えることによって、最高の真理に到達させるとい
うような意味がある。尊格の名前には、常に、親密な愛情に満たされており、
先述のような意味があるのである。
<p.77 l.8>
　実に、その言葉によって、常に心で祈念されているものは、恵みを与える。
また、天啓聖典に種々にも説かれている。「オーム。虚空はブラフマンであ
る。」（７）、「オームとはブラフマンである。」（８）などである。また聖伝書にも、

「オーム、タット、サット。」（９）とか、「オーム。ヴィシュヌはヴィシュヴァ
（一切）である。」（10）などである。
　オームという語は、”m

4

” という音で終わっているが、不変辞であるから、格
変化はしない。

「訳注」
１）”pratyupādIyamānatva” は、”prati-upa-ā” を接頭し、”tva” を接尾した動詞語根 ”dā” の
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述べた。この現世界の創造当初に、知と清浄性に関する卓越性を獲得したこと
によって、（師であることが）成立したのと同様に、つまり、世界創造など誕
生にかかわることが推知の対象として成立し、そのことが聖典などから知られ
るのと同様に、過去世界の世界創造などにおいても同様であった（と知られる
べきである）、と。つまり、その時であっても、その時以前であっても、（師で
あることが）成立しているのである。同様に、未来の時においても、推論と聖
典によって（師であることが成立していることが）知られるのである。
　そして、このスートラは次のことを意図しているのである。「眼前にいる諸
師は、知識やダルマを教示する者であるから、一心に帰依する人々が常にそば
にいるのと同様に、この自在神もまた、すべての師にとっても師であるから、
特にナーラーヤナ神などと言われるものに専心する者たちが、自らの心をもっ
て、不断に念じるべきである」と。
<p.76 l.6>
　眼前にいる諸師が尊敬の心を持って相対されると、その一心に尊敬している
ものたちに福寿（恩恵）を与えるのと同様に、この最高の師もまた、念ぜられ
るから恩恵を与えるのである。
　同様のことが天啓聖典に説かれている。「神に対して最高の信仰をし、神に
対するのと同様に師に対する者はすばらしい心を持っているがゆえに、先に説
かれたことが明白となる。」（３）

　聖伝書にも、「私のための行為をし、私に最上の者とし、私を信仰し、執着
を離れ、すべてのものに対して敵意を持たない者は、私のもとに至る。パーン
ドゥの王子よ。」（４）

［Viv.1-26］

<p.76 l.2>
　それを表す言葉は聖音である。［Y.S.1-27］

<p.76 l.13>
　自在神の祈念に関して、それが述べられた。彼はどのように祈念されるべき
なのか。彼を祈念する方法は何であるか。（と、いうような）祈念する者たち
によって祈念されるものに対する祈念の方法を教示するために、それを表す言
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　そうではない。聖典は（何かを成立させたりするものではなく、）真実の教
示者であるから。

〔反論者の主張〕
　それでは、あななたは、聖典は、現在正に存在して、時間によって制約を受
けていている未知のものにとって、真実の教示者であると説明するのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　それもまた、そうではない。（自在神のサットヴァは、心作用の）止滅など
を完成する原因であるから、時間の制約を受けるが、汚れを離れているので制
約を受けないというと、矛盾が生じてしまう。この点については、次のように
主張する。自在神のサットヴァは無垢なる卓越性に基づいているから、時間に
制約されないことに誤謬はないのである。

〔反論者の主張〕
　他の諸師はヨーガという善行などの実践をしているから、卓越した清浄
性（２）は時間の制約を受けないのであるが、自在神の場合は（理由が）違うの
はどうしてか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　（自在神は）常に完全にラジャスとタマスを消し去っているので、自在神の
サットヴァに存在する時間に制約されない知は、普通のサットヴァのようには、
善行などの原因に依存することなく一切を教示できる。
　その結果としての卓越性もまた時間によって制約されない。それは、火が燃
えている間は、炎の熱と光が時間の制約を受けないのと同様である。同様に、
清浄性と知の卓越性が彼のサットヴァの内にある時には、自在神のサットヴァ
は時間の制約を受けないということを結論付けたのであり、（ヴャーサは）そ
のこと（つまり自在神）に関して、制約することを目的とした時間は存在しな
いと述べたのである。決して、（展開した）結果のことを考えずに述べられた
のではない。
　師であることには際限がないということについて（ヴャーサは）次のように
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〔反論者の主張〕
　それでは、あなたは、自在神のサットヴァは（展開するのではなく）プラダ
ーナの内に存在すると主張するのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　それは是認することはできない。（もしそうだとすると）知が起こり得なく
なってしまうからである。

〔反論者の主張〕
　それでは、あなたは、因中有果を認めているから、種子と果実、蔓と花など
のように、知などがプラダーナの内に存在する状態こそがサットヴァであると
考えているのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　それもまた正しくない。（学説は）一般常識に適合する必要があるからであ
る。もしも、すべてのものがそのように制約を受けないならば、知などが単独
で存在することになり、（他との）関係がなくなってしまうであろう。

〔反論者の主張〕
　それでは、あなたは、展開したものが存在する場合にも、諸々の結果に関し
ては、何かが制限し、時間に関しては、何も（制限を）しないと主張するのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　そうではない。（その主張は）論理破綻しているから。

〔反論者の主張〕
　それでは、あなたは、自在神のサットヴァは制約を受けないということが聖
典に基づいて成立していると反論するのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
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　とはいえ、彼は実体であり、また、師としての普遍性があるのに、時間の制
約を受けないのはどうしてか？

〔ヨーガ学派の主張〕
　そのことについては、時間は制約者として機能しない、と（すでに説明され
た）。つまり、（時間は）自在神を対象とした場合に、制約者として、つまり、
量をはかる升のようには機能しないのである。つまり、（時間は）制約するも
のとして自在神を対象とすることはできない。一方、彼（つまり自在神）は、
すべての量あるものに対して制約をするものである。

〔反論者の主張〕
　自在神の卓越したサットヴァはプラダーナ (”pradhāna”）からできたもので
あるし、プラダーナからできたものは時間の制約を受けるのであるから、彼の
サットヴァは制約を受けないのはどうしてか。正に、プルシャは変化しないの
で、すべてのもののプルシャは時間の制約を受けることはないが（サットヴァ
はそうではない）。
　あなたは、自在神に関して他の学派が一般に採用しているように、自在神は
サットヴァからは独立していると考えているのか？

〔ヨーガ学派の主張〕
　それは正しくない。なぜならば、（自在神は）卓越したサットヴァを質料因

（”upādāna”）としていることを（我々は）承認しているからである。

〔反論者の主張〕
　それでは、あなたは、（プラダーナの展開の結果である）自在神のサットヴ
ァを時間は制約するが、サットヴァを（質料因として）有する自在神そのもの
は（制約）しないと考えるのか。

〔ヨーガ学派の主張〕
　それも正しくない。展開して現れたものは量的に制約されるからである。さ
らに、自在神のサットヴァは展開して現れたものである。
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＊使用テキスト：Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Goverment 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.74 l.4= テキスト 74 ページの 4 行目を示す >
　古のものたちにとっても師である。時間による制約を受けないから。［Y.S.1-
26］

<p.74 l.10>
〔ヨーガ学派の主張〕
　彼は、すなわちこれまでに説明された最高の自在神は、古のものたちにとっ
ても、つまり、繁栄と至福を得るための、あらゆる方法と目的との関わりを教
説するものたちにとっても、師である。すなわち、そのような者たちにとって
も、知識と教示を与える者であるという意味である。なぜならば、一切の知は
彼から生ずるからである。それはちょうど、一つの火花や一滴の塩水が、炎や
海から生じるのと同様である。
　そして、彼が最初の知者であることを言おうとして、時間による制約を受け
ないからと、我々は説いたのである。過去・未来・現在（１）に区分さられた時
間によって、他の諸師は制約を受けている。しかしながら、かの自在神は、恒
常的に解脱している自在神であることが我々によって推知されるのと同様に、
万人によっても（推知されるのである）。

〔反論者の主張〕

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（第 1 章 26～27-1）

近　藤　辰　巳
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