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近
代
の
念
仏
聖
・
山
崎
弁
栄

は
じ
め
に

　
「
如
来
光
明
主
義
」
の
門
流
に
連
な
る
筆
者
に
ま
で
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
い
た

だ
き
感
謝
し
て
い
る
。
歴
史
学
を
ベ
ー
ス
に
浄
土
宗
史
や
日
本
仏
教
史
、
仏
教
社
会

福
祉
の
研
究
に
従
事
し
て
き
た
者
と
し
て
、
広
い
意
味
で
の
山
崎
弁
栄
研
究
に
多
少

と
も
貢
献
で
き
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。

（
一
）

　

弁
栄
の
生
涯
に
直
参
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
田
中
木
叉
著
『
日
本
の
光
（
弁
栄
上

人
伝
（
（
（

（』
は
最
も
頼
り
に
な
る
文
献
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
田
中
は
弁

栄
面
授
の
高
弟
で
あ
り
、
師
の
没
後
、
そ
の
足
跡
を
訪
ね
、
各
地
有
縁
の
弟
子･

信

者
等
の
協
力
の
も
と
、
資
史
料
（
含
口
述
・
伝
聞
等
（
の
収
集
に
努
め
て
こ
れ
を
取

捨
選
択
・
総
合
し
、
上
人
の
伝
記
の
集
大
成
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
さ
ま
ざ

ま
の
場
面
・
状
況
下
に
お
け
る
弁
栄
の
発
し
た
片
言
隻
語
と
振
る
舞
い
の
諸
相
を
聞

書
き
風
に
残
さ
れ
た
こ
と
は
、
弁
栄
の
躍
動
す
る
姿
を
想
起
す
る
う
え
で
極
め
て
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
ら
の
多
く
も
本
書
に
依
っ

て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
弁
栄
の
伝
記
に
は
他
に
も
優
れ
た

研
究
が
あ
る
が
（
（
（

、
小
論
は
主
に
本
書
に
負
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
弁
栄
の
宗
教
者
と
し
て
の
歴
史
的
な
性
格
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

本
来
、
彼
の
生
き
た
時
代
、
す
な
わ
ち
幕
末
・
維
新
期
か
ら
い
わ
ゆ
る
近
代
社
会
の

成
立
期
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
弁
栄

の
宗
教
者
と
し
て
の
信
仰
態
度
や
行
動
様
式
に
み
ら
れ
る
特
異
な
側
面
に
着
目
し
、

そ
れ
を
前
代
す
な
わ
ち
近
世
（
江
戸
時
代
（
以
来
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
把
握
す
る

こ
と
に
努
め
て
み
た
い
と
思
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
筆
者
が
こ
こ
で
取
り
扱
お
う
と

し
て
い
る
の
は
、
日
本
近
代
に
お
け
る
新
た
な
宗
教
現
象
や
哲
学
・
思
想
・
科
学
等

の
潮
流
の
な
か
で
弁
栄
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
し
、
か
つ
意
味
づ
け
る
か
と
い
っ
た

方
向
や
、
弁
栄
と
そ
の
「
如
来
光
明
主
義
」
の
思
想
・
哲
学
体
系
や
現
代
的
意
義
を

問
う
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
で
も
な
く
、
む
し
ろ
近
代
以
前
に
形
成
さ
れ
た
浄
土
宗

の
念
仏
信
仰
運
動
の
系
譜
上
に
、
そ
の
発
展
的
継
承
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。「
伝
統
と
創
造
」
と
い
っ
た
言
葉
を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
い
話
だ
が
、
あ
え
て
伝
統
の
一
側
面
か
ら
弁
栄
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て

み
た
い
。

　

弁
栄
が
当
代
に
お
け
る
「
寺
院
仏
教
」
の
僧
侶
と
異
質
な
側
面
、
距
離
を
置
い
て

い
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
、
そ
の
象
徴
的
な
場
面
が
前
掲
『
日
本

の
光
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
弁
栄
に
関
す
る
引
用
文
に
は
カ
ッ
コ
内
に
頁
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数
を
入
れ
た
（。
明
治
仏
教
界
の
盟
主
た
る
福
田
行
誡
（
一
八
〇
九
～
一
八
八
八
（

か
ら
の
招
き
（
明
治
一
六
年
頃
か
（
を
、
弁
栄
は
、
師
跡
地
（
東
漸
寺
（
所
蔵
の
一

切
経
を
全
て
の
外
縁
を
絶
っ
て
閲
読
中
と
い
う
理
由
か
ら
、「
只
今
お
釈
迦
様
に
拝

謁
中
で
あ
る
か
ら
」
と
辞
退
し
た
。
こ
の
と
き
、
さ
す
が
に
行
誡
は
弁
栄
が
評
判
に

違
わ
ぬ
本
物
の
仏
者
だ
と
見
抜
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
一
九
年
二
月
、

弁
栄
が
師
大
康
の
遺
志
で
あ
る
新
寺
建
立
に
向
け
て
常
念
仏
道
場
と
し
て
の
「
善
光

寺
創
建
永
続
資
有
志
勧
進
序
」
を
作
り
勧
募
を
は
じ
め
た
の
を
聞
き
及
ん
だ
行
誡
は
、

自
ら
進
ん
で
「
寄
付
勧
進
帳
」
に
懇
ろ
な
「
附
言
」
を
寄
せ
て
い
る
（p79

（。
そ

の
冒
頭
に
は
、「
小
金
郷
寄
留
の
僧
沙
弥
弁
栄
、
本
年
二
十
八
才
、
欽
慎
篤
行
、
先

年
已
来
檗
本
の
大
蔵
経
に
就
て
閲
蔵
功
を
畢
る
凡
そ
七
千
余
巻
な
り
。
当
世
未
曾
有

の
勝
業
と
謂
つ
べ
し
。
平
素
有
為
の
福
徳
を
求
め
ず
専
ら
無
漏
の
定
慧
を
希
望
す
と

云
。（
下
略
（」
と
み
え
、
行
誡
が
い
か
に
若
き
弁
栄
を
評
価
し
期
待
し
て
い
か
が
察

せ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
同
二
一
年
、
行
誡
は
浄
土
宗
官
長
・
知
恩
院
門
跡
に
就
任

し
、
同
年
遷
化
す
る
前
に
、「
法
門
附
属
の
お
墨
付
き
」
を
添
え
て
二
十
五
条
の
大

衣
を
弁
栄
に
贈
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
近
年
、
こ
の
行
誡
と
弁
栄
と
の
交
流
に
つ

い
て
、
現
存
す
る
手
紙
や
遺
墨
、
双
方
の
弟
子
た
ち
の
記
録
な
ど
を
用
い
た
研
究
が
、

吉
水
岳
彦
・
金
田
昭
教
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
二
人
の
深
く
尊
い
道
交
に
想
い
を
馳
せ
て
止
ま
な
い
。

（
二
）

　

さ
て
、
そ
の
行
誡
が
敬
慕
し
て
や
ま
な
か
っ
た
人
物
に
江
戸
後
期
を
代
表
す
る
念

仏
聖
徳
本
（
一
七
五
八
～
一
八
一
八
（
が
い
る
。
自
ら
『
徳
本
行
者
伝
』
を
編
ん
で

い
る
が
、
巻
末
の
「
例
言
九
條
」
の
最
後
に
、「
予
幼
児
シ
ハ
シ
ハ
法
会
ニ
咫
尺
ス

ル
コ
ト
ヲ
エ
タ
リ
、
威
貌
堂
々
士
庶
敬
服
ス
、
音
声
枯
渇
ス
レ
ト
モ
響
林
谷
ニ
徹
ス
、

婆
心
丁
重
ニ
シ
テ
聴
ク
人
感
泣
ス
ル
ニ
至
ル
、
今
ニ
シ
テ
コ
レ
ヲ
オ
モ
フ
ニ
決
シ
テ

直
也
ノ
人
ニ
非
ス
、
顧
視
ス
レ
ハ
已
ニ
半
百
年
恍
ト
シ
テ
夢
境
ニ
属
ス
、
コ
ノ
コ
ロ

伝
文
ヲ
紀
ス
ル
ニ
及
テ
再
ヒ
会
座
ヲ
瞻
ル
カ
如
シ
（
下
略
（
（
（

（」（
読
点
を
適
宜
入
れ

た
（
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
幼
少
時
に
は
、
行
誡
自
ら
徳
本
説
法
の
座
に

列
な
り
、
そ
の
威
厳
に
満
ち
た
風
貌
や
声
の
響
き
、
聴
衆
の
心
を
つ
か
む
説
法
に
感

銘
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
今
ま
た
伝
記
を
編
ん
で
い
て
、
再
び
そ

の
時
の
臨
場
感
が
蘇
っ
て
く
る
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
重
要
な
の
は
、
徳

本
の
本
領
に
つ
い
て
、「
如
是
ノ
因
（
並
外
れ
た
苦
修
練
行
を
指
し
て
い
よ
う
（
ア

ツ
テ
如
是
ノ
果
ヲ
感
ス
、
内
ニ
充
チ
テ
外
ニ
溢
フ
ル
ヽ
モ
ノ
ト
謂
ツ
ヘ
シ
、
是
特
ニ

其
人
ニ
在
テ
存
ス
、
断
然
ト
シ
テ
他
人
ノ
企
望
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
（
（
（

」
と

そ
の
内
面
の
醇
熟
（
三
昧
発
得
（
が
外
に
溢
れ
出
で
、
自
ず
か
ら
衆
人
を
救
い
導
く

の
で
あ
り
、
他
人
に
ま
ね
の
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
ち
な
み
に
行
誡
の
伝
通
院
時
代
に
お
け
る
師
は
、
当
時
の
学
頭
鸞
洲
（
～
一
八

四
三
（
で
あ
り
、
彼
は
ま
た
塩
津
修
行
時
代
の
徳
本
の
弟
子
と
な
り
、
徳
本
の
江
戸

勧
化
の
取
り
次
ぎ
役
を
担
っ
て
も
い
る
。

　

あ
え
て
徳
本
に
言
及
し
て
き
た
の
は
、
上
述
の
ご
と
く
彼
が
江
戸
後
期
を
代
表
す

る
念
仏
聖
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
推
察
の
域
を
出
で
な
い
こ
と
だ
が
、
行
誡
は
若
き
弁

栄
―
す
で
に
こ
の
頃
弁
栄
は
筑
波
山
で
の
苦
行
念
仏
と
三
昧
発
得
の
境
地
を
体
験
―

に
世
俗
を
超
脱
し
た
徳
本
の
面
影
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
弁
栄
も
ま
た
、
こ
の
徳
本
を
敬
慕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
こ

の
こ
と
は
弁
栄
の
高
弟
・
笹
本
戒
浄
や
後
の
八
木
季
生
が
言
及
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
笹
本
は
、「
礼
拝
儀
講
話
」
の
中
で
左
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
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山
崎
弁
栄

今
か
ら
百
十
何
年
か
前
、
紀
州
に
出
ら
れ
た
徳
本
行
者
（
一
七
五
八
～
一
八
一

八
（
は
実
に
仏
眼
豊
か
に
お
開
き
に
な
っ
た
尊
い
お
方
で
あ
り
、
生
如
来
様
で

あ
り
ま
し
た
。
弁
栄
上
人
様
も
、『
徳
本
行
者
の
よ
う
に
悟
り
を
お
開
き
に
な

っ
た
方
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
。
そ
の
三
昧
は
深
く
し
て
深
か
っ
た
』
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
（
（
（

。

と
言
っ
て
、
徳
本
の
並
外
れ
た
勧
化
力
を
い
く
つ
も
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら

紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
で
、
徳
本
の
自
画
像
の
讃
に
あ
る
「
徳
本
は
な
む
あ

み
だ
仏
の
異
名
に
て
、
本
家
に
帰
れ
ば
主
な
り
け
り
」
を
引
き
、「
こ
の
『
徳
本
は

な
む
あ
み
だ
仏
の
異
名
に
て
』
と
は
、
弁
栄
上
人
様
の
仏
陀
禅
那
と
同
じ
意
味
と
拝

察
さ
れ
ま
す
。『
本
家
に
帰
れ
ば
』
の
本
家
と
は
念
仏
門
に
お
い
て
は
お
浄
土
の
こ

と
。
弁
栄
上
人
様
や
徳
本
行
者
の
よ
う
に
三
身
四
智
の
三
昧
を
得
て
・
・
・
（
7
（

」
と
、

徳
本
と
弁
栄
と
が
共
通
の
深
甚
な
る
境
地
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
説
き
示
し
て
も
い

る
。
八
木
の
場
合
は
、
自
坊
の
小
石
川
一
行
院
が
徳
本
を
開
山
と
す
る
寺
で
あ
る
。

そ
こ
で
徳
本
の
行
跡
を
称
讃
し
思
慕
す
る
弁
栄
は
、
上
京
の
折
な
ど
、「
当
寺
に
も

長
期
に
わ
た
り
留
錫
さ
れ
て
伝
記
を
読
ま
れ
、
法
話
の
中
に
も
多
く
行
者
の
例
を
引

用
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
」
と
記
し
、
先
の
笹
本
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
（
（
（

。

　

ち
な
み
に
、
弁
栄
は
『
弁
栄
聖
者
御
慈
悲
の
た
よ
り 

』（
以
下
『
御
慈
悲
の
た
よ

り
』
と
略
す
（
等
で
徳
本
の
和
歌
を
し
ば
し
ば
紹
介
し
て
い
る
か
ら
、
笹
本
の
話
に

あ
る
ご
と
く
、
法
話
な
ど
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

以
下
に
、
そ
の
う
ち
の
三
首
だ
け
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

・
天
は
か
さ
地
は
足
駄
な
り
徳
本
が
、
胸
は
六
字
の
都
な
り
け
り（9
（

こ
の
歌
は
、
徳
本
が
念
仏
三
昧
の
境
地
を
吐
露
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い

る
。
弁
栄
は
、
三
昧
を
得
れ
ば
、「
宇
宙
全
体
み
だ
な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

・
末う

ら

な
り
の
我
ら
ご
と
き
は
食く

う
て
の
ん
で
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
と
寝
た
り
お
き
た

り
（
（1
（

　

「
日
々
の
行
業
、
坐
臥
常
に
大
ミ
オ
ヤ
さ
ま
と
相
離
れ
ず
あ
れ
ば
、
い
か
に
安
き
心

に
て
候
（
（（
（

」
と
述
べ
る
弁
栄
に
と
っ
て
、
こ
の
道
詠
は
実
に
あ
り
が
た
く
感
じ
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

・
あ
み
だ
あ
み
だ
と
声
（
恋
（
す
る
人
の　

む
ね
に
ほ
と
け
の
た
へ
ま
な
い（（1
（

こ
の
道
詠
は
、
徳
本
の
弥
陀
愛
慕
の
消
息
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
弁
栄
は
好
ん
で
紹

介
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
行
者
（
徳
本
（
の
胸
に
充
て
る
仏
お
も
ひ
の
燃
つ
つ
あ
る

心
の
ほ
ど
見
ゆ
る
や
う
に
候
（
（1
（

」
と
強
く
共
感
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は

わ
ず
か
三
首
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
徳
本
と
弁
栄
の
両
者
が
到
達
し
た
内
面
世
界
に

お
い
て
、
互
い
に
深
く
響
き
合
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
語
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
弁
栄
に
お
け
る
徳
本
へ

の
敬
慕
の
情
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
三
）

　

か
つ
て
筆
者
は
、
近
世
（
江
戸
時
代
（
浄
土
宗
の
信
仰
・
教
化
史
上
に
お
け
る
捨

世
派
系
念
仏
聖
に
注
目
し
、
こ
れ
を
「
体
制
仏
教
と
脱
体
制
仏
教
」
の
枠
組
み
と
視

点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
議
論
に
も
関
わ
る
こ
と
な

の
で
、
少
し
く
再
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
の
体
制
仏
教
と
は
、
幕
藩
の
保
護

と
統
制
、
す
な
わ
ち
寺
院
本
末
制
度
、
寺
格
・
僧
階
制
、
檀
林
（
僧
侶
教
育
（
制
度

や
寺
請
檀
家
制
度
等
に
規
定
さ
れ
た
寺
院
仏
教
（
官
寺
・
官
僧
仏
教
（
を
指
し
て
い

い
、
脱
体
制
仏
教
と
は
、
僧
位
・
僧
官
・
住
職
資
格
に
連
結
す
る
檀
林
体
制
か
ら
の



四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

離
脱
と
、
官
寺
・
官
僧
の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
寺
檀
関
係
か
ら
の
厭
離
す
な
わ
ち
寺

院
仏
教
か
ら
の
出
家
を
意
味
す
る
。
こ
の
脱
体
制
仏
教
の
担
い
手
こ
そ
念
仏
聖
で
あ

る
と
考
え
る
（
（1
（

。

　

で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
僧
侶
を
指
し
て
「
念
仏
聖
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
ま
代
表
的
な
僧
侶
の
名
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
称
念
（
一
五
一
三
～
五

四
（・
以
八
（
一
五
三
二
～
一
六
一
四
（・
弾
誓
（
一
五
七
三
～
一
六
一
三
（・
厭
求

（
一
六
三
四
～
一
七
一
五
（・
忍
澂
（
一
六
四
五
～
一
七
一
一
（・
澄
禅
（
一
六
五
二

～
一
七
二
一
（・
無
能
（
一
六
八
三
～
一
七
一
九
（・
待
定
（
一
六
八
六
～
一
七
三

二
（・
関
通
（
一
六
九
六
～
一
七
七
〇
（・
雲
説
（
一
七
〇
六
～
七
三
（・
学
信
（
一

七
二
四
～
八
九
（・
法
岸
（
一
七
四
四
～
一
八
一
五
（・
法
洲
（
一
七
六
五
～
一
八
三

九
（・
徳
本
等
で
あ
ろ
う
が
、
む
ろ
ん
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
前
近
代
に
お
け
る
「
体
制
仏
教
と
脱
体
制
仏
教
」
の
枠
組
み
と
視
点
を
そ
の

ま
ま
弁
栄
の
生
き
た
時
代
に
当
て
は
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
た
と
え
ば
寺
請

制
度
こ
そ
廃
止
さ
れ
、
廃
仏
毀
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
と
は
い
え
、
人
び
と
の
暮
ら

し
に
根
ざ
し
て
い
た
檀
家
制
度
や
葬
祭
仏
事
な
ど
は
、「
寺
院
仏
教
」
の
コ
ア
と
し

て
良
く
も
悪
く
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
既
成
の
仏
教

（
浄
土
宗
（
の
あ
り
方
を
ひ
と
ま
ず
「
体
制
仏
教
＝
寺
院
仏
教
」
と
規
定
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
旧
弊
を
脱
し
て
、
釈
尊
や
法
然
の
本
義
に
還
り
、
念
仏
を
取
り
戻
す
運
動

主
体
こ
そ
「
脱
体
制
仏
教
＝
脱
寺
院
仏
教
」
の
名
に
値
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
近
世
念
仏
聖
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
、
僧
侶
と
し
て
の
資
格
（
官
僧
隠

遁
型
・
私
度
僧
型
（
と
そ
の
信
仰
態
度
（
学
僧
型
・
専
念
型
・
行
者
型
（
の
う
え
か

ら
整
理
し
、
代
表
的
な
念
仏
聖
を
列
挙
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
弁

栄
―
そ
れ
も
主
に
明
治
三
五
年
頃
（
四
〇
代
初
頭
（
ま
で
―
と
近
世
念
仏
聖
の
行
動

様
式
の
共
通
性
に
着
目
し
て
再
整
理
し
、
弁
栄
の
行
業
の
な
か
に
近
世
念
仏
聖
の
系

譜
的
存
在
と
し
て
の
一
面
を
見
届
け
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
お
根
拠
と
す
る
主
な
文

献
は
、
前
掲
『
日
本
の
光
』
お
よ
び
江
戸
時
代
の
高
僧
伝
〈
各
種
行
業
（
状
（
記
〉

（『
浄
土
宗
全
書
』
十
七
・
十
八
所
収
（
で
あ
り
、
今
後
、
弁
栄
に
つ
い
て
は
、
没
後

に
編
纂
さ
れ
た
各
種
文
献
に
よ
っ
て
精
緻
な
裏
づ
け
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
小
論
は
、
未
だ
試
論
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
近
世
念
仏
聖
と
弁
栄
と
に
共
通
す
る
行
動
様
式
（
行
業
の
特
質
（
は
ど
の

よ
う
に
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
近
世
に
お
け
る
脱
体
制
念
仏
聖
の
信

仰
態
度
の
特
徴
と
意
義
に
関
し
て
、
遊
行
性
（
一
所
不
住
（
と
倫
理
性
（
禁
欲
主
義

と
純
一
信
仰
（
に
着
目
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
（1
（

、
そ
の
折
に
念
仏
聖
に
ほ
ぼ
共

通
し
た
行
業
を
見
出
し
て
い
た
の
で
、
今
回
は
『
日
本
の
光
』
に
脈
打
つ
弁
栄
の
行

業
の
特
徴
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
再
整
理
し
、
以
下
の
五
項
目
を
設
定
し
た
。
一
隠

遁
・
苦
行
性
、
二
念
仏
三
昧
性
、
三
慈
悲
・
利
他
性
、
四
遊
行
・
勧
進
性
、
五
集

団
・
結
社
性
で
あ
る
。
こ
の
順
序
は
自
行
か
ら
化
他
へ
、
あ
る
い
は
内
面
的
か
ら
外

面
的
へ
の
広
が
り
を
目
安
と
し
て
い
る
。
果
た
し
て
弁
栄
は
近
世
念
仏
聖
の
系
譜
的

存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
問
う
て
み
よ
う
。

（
四
）

１
．
隠
遁
・
苦
行
性

　

念
仏
聖
の
な
か
で
も
行
者
型
の
聖
た
ち
に
は
苦
修
練
行
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
前

提
と
し
て
衣
食
住
そ
の
も
の
が
禁
欲
主
義
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
過
酷
な
環
境
に
進
ん

で
身
を
置
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
弾
誓
は
、
は
じ
め
美
濃
国
武
儀
郡
の
山
奥
の
草
庵

に
お
け
る
念
仏
行
二
十
余
年
の
の
ち
、
近
江
国
森
山
、
花
洛
、
摂
州
一
ノ
谷
、
熊
野



五

　
　
　
　
近
代
の
念
仏
聖
・
山
崎
弁
栄

を
経
て
佐
渡
に
渡
り
、
相
川
の
市
に
入
っ
て
物
乞
い
し
な
が
ら
念
仏
生
活
を
お
く
っ

た
。
そ
れ
よ
り
檀
特
山
の
岩
窟
に
て
修
行
を
し
、
甲
斐
・
信
濃
で
の
教
化
の
の
ち
相

州
早
川
庄
塔
の
峯
の
岩
窟
、
一
の
沢
の
岩
窟
、
遠
州
堀
江
の
里
舘
山
の
岩
窟
で
そ
れ

ぞ
れ
励
修
念
仏
し
、
尾
州
か
ら
花
洛
に
入
り
古
知
谷
の
岩
窟
に
住
し
た
。
や
が
て
こ

の
地
に
寺
院
（
阿
弥
陀
寺
（
が
建
立
さ
れ
、
こ
こ
が
終
焉
の
地
と
な
る
の
だ
が
、
弾

誓
の
生
涯
の
拠
所
と
な
っ
た
住
処
は
実
に
険
し
い
山
奥
の
岩
窟
や
草
庵
で
あ
っ
た

（『
弾
誓
上
人
絵
詞
伝
』
上
・
下
（
（1
（

（。
同
じ
く
澄
禅
は
檀
林
を
遁
れ
て
か
ら
「
遊
歴
名

山
聖
迹
」（『
略
伝
集
（
（1
（

』（
し
て
お
り
、
相
州
曽
我
の
岩
窟
を
は
じ
め
、
同
州
塔
の
峯
遅

岩
洞
・
富
士
山
・
江
州
平
子
山
・
山
城
大
原
山
な
ど
、
山
居
す
る
こ
と
数
十
年
に
及

び
、「
禅
長
途
遠
行
、
未
嘗
投
宿
於
駅
舎
、
樹
陰
檐
下
、
随
処
而
休
（
（1
（

」
と
い
わ
れ
、

徳
本
も
ま
た
化
他
の
因
縁
が
熟
す
ま
で
は
紀
伊
国
日
高
郡
落
合
谷
を
は
じ
め
、
千
津

川
・
萩
原
村
・
塩
津
の
谷
山
・
有
田
郡
須
ヶ
谷
（
絶
壁
の
岩
上
（
に
そ
れ
ぞ
れ
草
庵

を
結
ん
で
念
仏
修
行
し
て
い
る
。
衣
食
に
つ
い
て
も
禁
欲
的
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
、

木
喰
行
者
の
系
譜
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
行
者
型
以
外
の
念
仏
聖
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
こ

れ
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
念
仏
励
修
の
環
境
に
身
を
置
い
て
、
深
い
信
仰
体
験
を
目
指

す
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
寺
僧
の
生
活
（
当
時
の
「
寺
院
仏
教
」（
か
ら
距
離
を
置

く
「
隠
遁
」
も
し
く
は
「
遁
世
」
と
い
っ
た
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
世
俗
的
な
利
害
か
ら
物
理
的
に
遠
ざ
か
る
境
涯
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
素
よ
り
名
利
を
い
と
ひ
隠
遁
に
志
ふ
か
け
れ
ば
」（『
光
明
院
開
基
以
八
上
人
行
状

記
（
（1
（

』（
と
い
う
以
八
や
「
予
一
生
涯
水
雲
の
ご
と
く
住
処
を
定
む
べ
か
ら
ざ
る
の
誓

ひ
を
立
た
り
」（『
厭
求
上
人
行
状
記
（
11
（

』（
と
い
う
厭
求
、「
二
十
六
歳
に
し
て
遁
世
の
宿

志
を
遂
ら
れ
侍
る
」（『
無
能
和
尚
行
業
記
』
上
（
1（
（

（
無
能
の
よ
う
な
確
信
的
な
遁
世
か
ら
、

生
死
無
常
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の
ケ
ー
ス
、
善
智
識
と
の
邂
逅
を
契
機
と

し
た
ケ
ー
ス
な
ど
多
様
で
あ
り
、
隠
遁
の
時
期
や
場
所
も
重
要
と
な
る
。

　

弁
栄
の
苦
修
練
行
と
い
え
ば
、
明
治
一
五
年
八
月
末
か
ら
筑
波
山
で
の
約
二
カ
月

に
及
ぶ
念
仏
三
昧
行
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
同
月
、
東
京
で
の

修
学
か
ら
帰
郷
す
る
と
、
彼
は
鷲
野
谷
医
王
寺
の
薬
師
堂
に
籠
っ
て
三
七
日
（
日
数

に
異
説
あ
り
（
の
修
行
に
入
っ
た
。
そ
の
間
、
腕
に
蝋
燭
や
線
香
を
立
て
て
燃
え
尽

き
る
ま
で
、
あ
る
い
は
掌
に
油
を
盛
り
灯
心
を
浸
し
て
火
を
つ
け
、
掌
の
皺
目
が
さ

け
て
油
と
炎
が
皮
膚
の
切
れ
目
に
ジ
リ
ジ
リ
と
滲
み
込
む
の
を
偲
ん
で
、
如
来
の
宝

前
に
供
養
し
た
と
い
う
（
11
（

。

　

筑
波
山
入
行
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
掌
燈
供
養
の

先
例
は
、
近
世
の
念
仏
聖
に
も
あ
っ
て
、
殊
に
『
待
定
法
師
忍
行
念
仏
伝
』
に
見
え

る
待
定
の
頭
燈
・
掌
燈
・
指
燈
供
養
に
は
衆
生
滅
罪
の
た
め
の
「
代
受
苦
」
の
行
で

あ
る
と
同
時
に
、
結
縁
し
た
人
々
に
堅
固
な
信
心
を
勧
発
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
も

あ
っ
た
（
11
（

。

　
『
御
慈
悲
の
た
よ
り
』
中
に
よ
れ
ば
、「
蓋け
だ
しは
二
十
三
・
四
の
頃
と
覚
え
候
。
そ
の

入
山
修
行
せ
ん
と
の
動
機
は
、
そ
の
頃
東
京
に
て
『
華
厳
五
教
章
』
の
講
義
を
聞
き

て
、
教
相
文
字
上
の
こ
と
は
わ
か
り
て
も
、
仏
教
の
真
理
は
三
昧
に
入
り
て
神こ
こ
ろを

凝こ
ら

す
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
証
入
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
よ
っ
て
し
ば
ら
く
山
に
入
れ

り
。
常
陸
国
、
筑
波
山
麓
よ
り
一
里
半
ば
か
り
か
、
山
頂
よ
り
二
丁
ば
か
り
南
の
方

に
立
身
石
て
（
と
い
（
う
岩
窟
あ
り
。
こ
こ
に
あ
っ
て
お
よ
そ
一
ヶ
月
、
次
に
場
処

を
か
え
て
一
ヶ
月
。
身
に
ま
と
う
と
こ
ろ
は
半
素
絹
、
食
物
は
米
、
麦
、
そ
ば
粉
な

ど
に
て
。
大
き
な
山
な
れ
ど
も
、
夜
分
は
山
中
ひ
と
り
に
て
、
ま
こ
と
に
静
閑
に
て
、

三
昧
を
修
す
る
に
は
最
適
当
に
て
候
。
し
か
し
な
が
ら
入
山
修
道
の
要
は
、
形
よ
り
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は
精
神
上
の
要
意
が
肝
要
に
て
候
」
と
み
え
る
（
11
（

。
一
日
の
称
名
お
よ
そ
十
万
遍
と
い

う
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
弁
栄
の
苦
行
は
、
自
ら
の
道
心
堅
固
を
裏

付
け
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
仏
法
は
学
解
に
あ
ら
ず
三
昧
実
証
に
あ
り
」

と
い
う
彼
自
身
の
方
針
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
（
11
（

。

　

で
は
弁
栄
に
と
っ
て
の
「
隠
遁
」
も
し
く
は
「
遁
世
」
は
と
い
え
ば
、
若
い
頃
の

一
時
期
を
除
く
と
、
そ
れ
は
世
俗
化
し
形
骸
化
し
た
寺
院
仏
教
か
ら
の
離
脱
、
名
利

否
定
と
い
う
禁
欲
的
・
倫
理
的
な
性
質
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
し
、
後
述
す
る

「
一
所
不
住
」
の
遊
行
（
巡
教
（
生
活
そ
の
も
の
が
既
成
の
寺
院
生
活
か
ら
の
「
遁

世
」
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

弁
栄
の
隠
遁
苦
行
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
も
う
一
つ
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が

明
治
三
三
年
三
河
巡
錫
中
に
お
け
る
病
腦
（
肋
膜
か
ら
肺
炎
に
罹
り
病
床
に
就
く
（

の
後
、
善
光
寺
に
帰
院
し
、
あ
ら
か
じ
め
造
作
を
指
示
し
て
お
い
た
棺
の
中
に
籠
り
、

端
座
合
掌
し
て
称
名
三
昧
に
入
っ
た
こ
と
だ
。
便
用
の
ほ
か
は
立
た
ず
、
わ
ず
か
な

食
を
摂
る
の
み
で
寒
中
に
三
〇
日
間
昼
夜
を
分
か
た
ず
精
進
し
た
と
い
う
か
ら
、
想

像
を
絶
す
る
苦
行
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
前
掲
の
念
仏
聖
待
定
に
も
同
様
の

行
法
が
み
ら
れ
る
（
11
（

。
と
こ
ろ
が
弁
栄
の
心
の
世
界
は
時
空
を
超
絶
し
た
念
仏
三
昧
の

光
明
に
包
ま
れ
た
妙
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
11
（

。
こ
れ
を
契
機
に
明
治
三
四
、
五
年
か

ら
弁
栄
の
法
門
（
教
学
（
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で

も
棺
中
念
仏
は
、
聖
俗
二
界
を
分
け
る
死
と
再
生
を
象
徴
す
る
修
行
で
も
あ
っ
た
。

　

以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
弁
栄
の
信
仰
の
深
化
な
い
し
転
換
点
に
は
、
二
つ
の
際

立
っ
た
苦
修
練
行
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
筑
波
山
へ
の
入
山
修
行

と
こ
の
棺
中
念
仏
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
聖
た
ち
の
「
苦
修
練
行
」
も
ま

た
、
い
う
ま
で
も
な
く
苦
行
の
た
め
の
苦
行
で
は
な
い
。
念
仏
励
修
に
徹
す
る
覚
悟

の
表
れ
で
あ
り
、
そ
の
体
験
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
豊
か
な
内
面
世
界
と
霊
的
人
格

を
も
っ
て
幾
多
の
民
衆
に
念
仏
の
救
い
を
取
り
次
い
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

２
．
念
仏
三
昧
性

　

念
仏
聖
た
ち
が
目
ざ
し
た
も
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
浄
土
信
仰
の
形
骸
化
を
脱

し
宗
祖
法
然
の
専
修
念
仏
に
還
る
こ
と
（
教
団
に
念
仏
の
声
を
取
り
戻
す
（
と
い
う

信
仰
運
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
ひ
た
す
ら
な
る
称
名
念
仏
と
三
昧
発
得
な
ど
深
い

信
仰
体
験
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
霊
的
人
格
の
形
成
と
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
感
化
力
に
結

実
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、「
念
仏
三
昧
」
を
正
面
か
ら
強
調
し
て
い
る

ケ
ー
ス
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
若
く
し
て
没
し
た
無
能
の
場
合
、
自
ら
記
し
た
『
一
期
修
行
略
記
』
に

よ
れ
ば
、
日
課
念
仏
誓
約
後
の
生
涯
念
仏
総
数
は
三
億
六
千
九
百
三
〇
万
遍
で
、
日

課
念
仏
を
授
与
し
た
者
の
総
数
は
一
六
万
九
千
一
七
〇
余
人
と
い
う
か
ら
、
驚
く
ほ

か
は
な
い
。
加
え
て
、『
近
代
奥
羽
念
仏
験
記
』
や
『
勧
化
道
場
奇
特
集
』
に
は
、

彼
の
三
昧
境
か
ら
発
せ
ら
れ
る
霊
的
人
格
に
感
応
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
不
可
思
議
な

体
験
（
現
証
・
奇
瑞
（
を
得
る
幾
多
民
衆
の
熱
狂
的
信
仰
を
伝
え
て
お
り
、
他
の
追

随
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
（
11
（

。

　

こ
の
無
能
を
尊
崇
し
て
止
ま
な
か
っ
た
念
仏
聖
関
通
と
、
そ
の
教
化
に
あ
ず
か
っ

た
人
物
お
よ
び
「
三
昧
発
得
」
の
様
相
が
弁
栄
の
著
『
光
明
の
生
活
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
人
物
は
「
名
古
屋
夷え
び
す
や屋

の
婢
め
し
つ
か
い」

と
の
み
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

語
っ
た
と
い
う
。

三
昧
を
得
れ
ば
此こ
の
ど土
も
浄
土
で
あ
る
と
実
に
然
り
。
弥
陀
と
一い
つ
し
ょ処
に
な
れ
ば
浄

土
に
居お

る
。
何
と
な
れ
ば
浄
土
と
云
う
は
弥
陀
の
在ま
し
ます
処
と
こ
ろ

故ゆ
え

に
我わ
れ

弥
陀
と
共
に



七

　
　
　
　
近
代
の
念
仏
聖
・
山
崎
弁
栄

在あ

る
心
は
即す
な
わち
浄
土
に
安
住
す
る
な
り
（
11
（

。

こ
こ
に
は
弁
栄
の
三
昧
観
が
表
出
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
関
通
の
念
仏
勧
化
に
注
目

し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
な
お
徳
本
の
念
仏
三
昧
体
験
は
、
上
述
の
よ
う

に
伝
記
や
道
詠
か
ら
う
か
が
い
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　

念
仏
三
昧
を
特
に
重
要
視
し
た
の
は
忍
澂
で
あ
っ
て
、
そ
の
著
作
に
は
『
別
時
念

仏
三
昧
法
諺
註
』
お
よ
び
『
別
時
念
仏
三
昧
八
誓
』
が
あ
る
（『
獅
谷
白
蓮
社
忍
澂
和

尚
行
業
記
（
11
（

』（。
詳
し
い
内
容
は
藤
堂
俊
章
編
『
念
仏
三
昧
の
世
界
―
忍
澂
上
人
著 

別

時
念
仏
三
昧
法
諺
註
―
』
に
譲
る
が
、
い
ま
冒
頭
の
一
節
を
紹
介
す
れ
ば
、「
念
仏

三
昧
法
と
は
、
別
時
に
念
仏
を
行
じ
て
三
昧
に
至
る
の
法
な
り
と
云
う
意
な
り
。
一

心
合
掌
し
て
心
に
は
仏
の
相
好
を
う
か
べ
て
口
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
、
声
々
念
々
少
し
も
絶
え
ま
な
く
申
す
を
、
今
の
念
仏
と
は
云
う
な
り
。
か
く

の
如
く
称
名
功
つ
も
り
ぬ
れ
ば
、
罪
き
え
障
り
除
き
て
一
心
不
乱
に
う
ち
成
っ
て
妄

念
の
跡
た
え
た
る
時
、
面マ
ノ
アた

り
極
楽
の
弥
陀
如
来
又
は
依
正
の
色
々
を
拝
み
奉
る
を

三
昧
と
は
云
う
な
り
（
1（
（

」
と
み
え
、
人
び
と
に
別
時
念
仏
を
勧
め
た
。
そ
し
て
念
仏
聖

た
ち
が
た
び
た
び
別
時
念
仏
（
七
日
・
三
〇
日
・
百
日
な
ど
（
を
励
修
し
て
い
た
こ

と
は
行
業
記
等
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

で
は
弁
栄
は
と
い
え
ば
、「
念
ず
る
所
の
弥
陀
に
神こ
こ
ろを

投
じ
弥
陀
が
我
か
我
が
弥

陀
か
と
離
れ
ぬ
精
神
状
態
に
入
っ
て
完ま
っ
たき

調
和
の
成
り
し
所
を
即
ち
三
昧
と
云
ふ
（
11
（

」。

彼
ほ
ど
念
仏
三
昧
を
強
調
し
、
か
つ
理
論
的
に
こ
れ
を
体
系
化
し
た
仏
者
は
い
な
い
。

弁
栄
自
身
の
筑
波
入
山
修
行
以
来
の
三
昧
発
得
の
体
験
と
そ
の
教
学
体
系
は
先
学
の

研
究
に
譲
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
近
世
の
念
仏
聖
た
ち
が
耕
し
て
き
た
専
修
念
仏
運

動
に
根
ざ
し
つ
つ
、
そ
の
発
展
的
な
深
化
継
承
と
い
っ
た
側
面
に
も
目
を
向
け
る
べ

き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
筆
者
は
念
仏
聖
た
ち
の
登
場
を
、
近
世
檀
林
教
育
（
11
（

の
形
式

主
義
的
側
面
か
ら
脱
し
、「
念
仏
の
声
を
取
り
戻
す
」
い
わ
ば
法
然
に
還
る
信
仰
運

動
と
捉
え
て
き
た
が
、
弁
栄
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
あ
る
書
簡
の
な
か

で
浄
土
宗
徒
の
現
状
を
歎
き
、
過
去
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
未
来
に
向
け
て

「
時
機
相
応
」
し
て
い
く
こ
と
に
使
命
感
を
持
つ
べ
き
だ
と
、
次
の
よ
う
に
手
紙
の

相
手
を
諭
し
て
い
る
。

法
然
上
人
の
卓
見
た
る
時
代
を
救
わ
ん
の
精
神
を
師
と
し
て
、
弥
陀
の
光
明
を

も
っ
て
、
法
然
上
人
の
御
精
神
を
世
に
復
活
せ
ん
と
欲
す
る
、
い
ず
く
ん
ぞ
そ

れ
躊
躇
す
べ
け
ん
。
将
来
百
年
に
向
か
っ
て
突
進
せ
よ
。
弥
陀
は
大
な
る
御
力

を
尊あ
な

宿た

に
与
え
た
ま
う
（
11
（

。

キ
リ
ス
ト
教
を
積
極
的
に
学
ん
だ
弁
栄
ら
し
く
、
法
然
精
神
の
現
代
的
「
復
活
」
と

称
し
て
叱
咤
激
励
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
印
象
深
い
。

３
．
慈
悲
・
利
他
性

　

念
仏
聖
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
行
動
様
式
と
し
て
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
そ
の
慈
悲
深
い
利
他
的
な
心
と
実
践
で
あ
る
。
た
と
え
ば
忍
澂
は
、
己
の
僧
と

し
て
の
志
を
述
べ
た
「
願
文
」
の
中
に
「
広
く
孤
独
に
施
し
、
普
く
貧
窮
を
済
う

（
原
漢
文
（
11
（

（」
と
記
し
、
天
和
の
飢
饉
時
に
は
厭
求
と
同
様
に
飢
民
救
済
に
尽
力
し
て

い
る
し
、
学
信
も
ま
た
天
明
の
飢
饉
に
際
し
て
「
毎
朝
徒
衆
と
共
に
鉢
を
持
し
て
市

中
を
行
乞
せ
ら
れ
し
に
、
人
々
師
の
慈
心
を
た
ふ
と
み
て
粳
を
施
者
多
か
り
し
（
11
（

」
と

評
さ
れ
る
な
か
で
救
済
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
関
通
の
場
合
も
そ
の
「
化
他
発
願

文
」
に
は
、
自
ら
の
布
教
の
志
を
「
上
達
利
智
高
貴
福
徳
」
等
の
い
わ
ゆ
る
上
層

（
社
会
的
強
者
（
の
人
に
振
り
向
け
る
の
で
は
な
く
、「
貧
窮
孤
独
田
夫
下
賤
重
障
愚

痴
弊
悪
鈍
根
」
等
の
い
わ
ゆ
る
下
層
（
社
会
的
弱
者
（
の
人
を
先
と
す
る
こ
と
こ
そ
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本
意
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
慈
悲
心
が
際
限
な
く
常
に
衆
生
と
共
に
あ
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
、
と
の
決
意
を
披
歴
し
実
行
し
て
い
る
（
11
（

。

　

さ
ら
に
長
州
の
雲
説
は
「
慈
悲
平
等
に
物
を
あ
は
れ
ミ
、
鰥
寡
孤
独
の
貧
人
を
見

て
ハ
衣
食
を
施
し
、
非
人
等
の
賤
し
き
類
ひ
と
い
へ
と
も
、
念
仏
せ
る
者
を
見
て
ハ

称
讃
し
、
い
と
憐
深
か
り
け
る
（
11
（

」
と
み
え
る
し
、
無
能
に
至
っ
て
は
、「
乞
食
、
非

人
、
癩
病
人
、
遊
女
」
と
い
わ
れ
た
人
々
、
つ
ま
り
当
代
の
社
会
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア

ウ
ト
し
、
差
別
と
偏
見
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
彼
ら
に
対
し
積
極
的
な
接
近
を
図
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
念
仏
聖
に
み
ら
れ
る
信
仰
の
発
露
と
し
て
の
慈

悲
・
利
他
行
は
、
近
世
の
福
祉
実
践
思
想
史
の
う
え
か
ら
も
見
逃
し
え
な
い
も
の
が

あ
る
（
11
（

。

　

一
方
、
弁
栄
の
慈
悲
行
は
特
定
の
目
的
的
実
践
と
い
う
よ
り
は
、
日
常
の
振
る
舞

い
の
な
か
に
、
い
わ
ば
我
が
事
よ
り
難
渋
し
て
い
る
他
者
へ
の
施
与
と
な
っ
て
立
ち

現
わ
れ
て
い
る
。
念
仏
三
昧
に
よ
っ
て
弥
陀
に
同
化
し
開
か
れ
た
霊
性
の
発
露
と
い

え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
一
切
経
の
拝
読
を
終
え
小
金
（
東
漸
寺
（
に
帰
る
時
に
村
人

か
ら
い
た
だ
い
た
餞
別
を
、
一
度
有
り
難
く
受
け
た
う
え
で
、
そ
っ
と
そ
の
ま
ま
村

中
で
生
活
に
難
儀
し
て
い
た
盲
人
に
差
し
上
げ
た
（
11
（

。
信
徒
か
ら
寄
進
を
受
け
た
白
米

五
升
を
隣
村
の
貧
苦
の
あ
ま
り
僅
か
な
罪
を
犯
し
て
入
獄
し
、
家
族
が
困
窮
し
て
い

る
と
聞
け
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
白
米
を
持
っ
て
行
っ
て
施
与
し
た
。
寺
院
建
立
の
た

め
に
集
ま
っ
た
寄
付
も
、
こ
の
よ
う
に
日
々
暮
ら
し
に
困
っ
た
人
が
い
れ
ば
施
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
（
1（
（

。
あ
る
信
者
の
方
が
、
寒
い
晩
の
こ
と
、
あ
ま
り
寒
そ
う
な
様
子

の
弁
栄
に
胴
着
を
供
養
し
て
着
替
え
を
し
て
も
ら
う
と
、
出
か
け
た
帰
り
に
は
も
う

着
て
は
い
な
い
。
尋
ね
る
と
、「
物
を
乞
ふ
人
が
寒
む
空
に
寒
さ
う
に
し
て
ゐ
る
の

に
、
白
衣
や
法
衣
で
は
在
家
の
人
に
は
間
に
合
は
ぬ
か
ら
、
折
角
作
っ
て
下
さ
っ
た

け
れ
ど
も
、
胴
着
を
脱
い
で
上
げ
て
来
ま
し
た
（
11
（

」。
同
様
の
供
養
は
他
に
も
記
さ
れ

て
い
る
（
11
（

。

　

ま
た
弁
栄
は
明
治
三
七
，
八
年
の
頃
、
三
河
に
「
仏
教
四
恩
会
」
を
設
立
し
、
当

地
の
尼
僧
た
ち
を
動
か
し
て
日
露
戦
役
傷
病
兵
を
慰
問
し
て
い
る
。
そ
の
頃
の
消
息

の
一
節
に
は
、「
こ
の
頃
は
こ
ゝ
ろ
ざ
し
あ
る
三
四
の
人
が
五
千
有
余
の
負
傷
兵
即

ち
国
の
為
に
身
を
粉
に
し
て
活
動
せ
し
ま
す
ら
を
が
外
出
出
来
ず
呻
吟
せ
し
を
、
だ

う
か
し
て
み
お
や
の
め
ぐ
み
の
声
に
よ
り
て
な
ぐ
さ
め
、
一
に
は
伝
道
の
種
子
と
な

れ
か
し
と
、
且
つ
は
病
床
を
な
ぐ
さ
め
る
つ
も
り
に
候
」
と
み
え
る
（
11
（

。

　

仏
跡
巡
拝
の
後
、
船
が
ラ
ン
グ
ー
ン
に
寄
港
し
た
折
の
事
、
道
す
が
ら
日
本
人
楼

主
の
請
い
に
応
じ
て
同
地
の
日
本
遊
女
屋
に
立
ち
寄
り
、
貧
窮
ゆ
え
に
親
の
た
め
異

国
で
苦
労
し
、
卑
し
め
ら
れ
て
い
る
同
胞
の
女
性
た
ち
に
慈
愛
に
満
ち
た
言
葉
を
か

け
、
如
来
の
お
慈
悲
を
説
い
て
聞
か
せ
た
こ
と
な
ど
（
11
（

、
法
然
や
無
能
の
遊
女
教
化
（
11
（

を

想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

慈
悲
の
心
は
生
類
愛
護
の
面
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
古
く
な
っ
た
着
物
に
虱
が
わ

い
た
と
き
に
も
、
決
し
て
殺
さ
ず
日
向
に
出
し
て
去
る
の
を
待
っ
た
（
11
（

。
道
を
歩
く
の

に
、
わ
ざ
わ
ざ
小
路
を
通
ら
ず
畑
の
畔
を
遠
回
り
す
る
か
ら
、
お
伴
が
わ
け
を
聞
く

と
「
で
も
、
そ
こ
は
若
草
が
萌
え
出
し
て
い
ま
す
か
ら
」
と
答
え
ら
れ
、
道
に
這
う

蟻
に
気
を
つ
け
て
避
け
て
通
る
。
子
ど
も
が
蟻
に
い
た
ず
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
優
し
い
声
で
「
蟻
を
殺
す
と
蟻
さ
ん
の
子
や
兄
弟
が
泣
き
ま
す
よ
」
と
諭
し
、

刺
し
た
蚊
を
潰
す
の
を
見
る
と
、「
そ
う
し
て
叩
く
と
蚊
の
針
の
先
が
体
に
残
っ
て

毒
に
な
り
ま
す
。
そ
っ
と
追
う
と
針
を
抜
い
て
去
り
ま
す
」
と
言
い
、「
や
み
の
夜

に
な
け
る
蚊
の
こ
ゑ
か
な
し
け
れ
、
血
を
わ
け
に
け
る
え
に
し
お
も
へ
ば
」
と
詠
ん

で
い
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
人
間
以
外
の
い
の
ち
あ
る
も
の
へ
の
限
り
な
い
愛
お
し
み
の



九

　
　
　
　
近
代
の
念
仏
聖
・
山
崎
弁
栄

情
は
、
先
の
無
能
を
は
じ
め
念
仏
聖
た
ち
に
も
共
通
す
る
も
の
だ
が
、
不
殺
生
戒
の

内
面
化
（
い
ず
れ
の
い
の
ち
も
法
身
弥
陀
の
分
身
と
み
る
（
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。

４
．
遊
行
・
勧
進
性

　

一
般
の
定
住
型
寺
院
仏
教
―
寺
請
檀
家
制
下
―
に
お
け
る
僧
侶
に
は
な
し
え
な
い

行
動
様
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
念
仏
聖
の
巡
教
遊
化
し
た
足
跡
を
伝
記
に
よ
っ
て
た
ど

っ
て
み
る
と
、
称
念
は
武
蔵
・
駿
河
・
伊
勢
・
京
都
（
山
城
（
等
に
及
ん
で
お
り
、

旧
記
に
は
「
関
東
関
西
の
諸
州
遊
履
し
給
ふ
所
に
凡
四
十
七
箇
寺
の
御
遺
跡
あ
り
と

申
伝
へ
」
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（『
称
念
上
人
行
状
記
』
下
（
11
（

（。
弾
誓
は
美
濃
・

近
江
・
京
都
・
摂
津
・
紀
伊
・
佐
渡
・
甲
斐
・
信
濃
・
相
模
・
遠
江
・
尾
張
な
ど
、

そ
の
巡
錫
地
域
は
近
畿
・
東
海
・
関
東
南
部
・
甲
信
越
に
ま
で
及
び
（『
弾
誓
上
人
絵

詞
伝
（
11
（

』（、
以
八
は
「
水
辺
林
下
僧
坊
塵じ
ん
か
ん寰

さ
だ
ま
れ
る
住
所
な
く
、
諸
州
の
名
山
勝

概
い
た
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
（
1（
（

」
と
い
わ
れ
、
東
北
磐
城
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
北

越
・
備
後
・
伊
勢
・
石
見
・
京
都
・
吉
野
・
筑
後
・
安
芸
・
周
防
・
美
作
な
ど
、
近

畿
・
中
国
地
方
を
中
心
と
し
て
九
州
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
い
る
（『
光
明
院
開
基
以

八
上
人
行
状
記
』（。
ま
た
厭
求
は
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
・
遠
江
・
摂
津
・
京
都
・
出

羽
・
陸
奥
・
安
芸
・
九
州
・
四
国
・
出
雲
と
い
う
よ
う
に
、
関
東
を
除
い
て
東
北
か

ら
東
海
・
近
畿
・
西
日
本
各
地
に
あ
ま
ね
く
及
ん
で
お
り
（『
厭
求
上
人
行
状
記
』（、

無
能
は
多
く
の
念
仏
聖
が
関
東
以
西
を
足
場
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
陸
奥
・
出
羽

の
東
北
二
州
を
転
々
と
巡
教
し
（『
無
能
和
尚
行
業
記
』（、
関
通
も
ま
た
「
生
涯
本
国

を
は
じ
め
、
東
西
両
都
お
よ
び
諸
州
を
勧
奨
せ
ら
る
ゝ
こ
と
、
四
十
八
年
一
百
余
所
、

そ
の
遊
歴
の
諸
刹
途
中
の
結
縁
な
ど
、
こ
こ
に
尽
す
べ
か
ら
ず
（
11
（

」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

に
、
伊
勢
・
尾
張
・
美
濃
・
近
江
・
京
都
・
大
和
な
ど
東
海
・
近
畿
地
方
の
ほ
か
九

州
に
ま
で
足
を
運
び
（『
関
通
和
尚
行
業
記
』（、
学
信
は
筑
紫
・
日
向
・
長
門
・
安

芸
・
周
防
・
伊
予
な
ど
西
日
本
を
中
心
に
遊
化
し
て
い
る
（『
学
信
和
尚
行
状
記
』（。

そ
し
て
、
徳
本
の
教
化
の
足
跡
が
文
字
通
り
全
国
各
地
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
（『
徳
本
行
者
全
集
』
参
照
（。
こ
れ
ら
念
仏
聖
は
各
地
で
結
縁
の
民

衆
に
日
課
念
仏
を
授
与
し
各
種
名
号
を
授
け
た
り
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
独
特
な

徳
本
名
号
は
各
地
に
残
っ
て
い
る
（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
念
仏
聖
に
み
ら
れ
る
遊
行
性
は
、
主
観
的
に
は
「
名
利
の
桎
梏
を

さ
け
云
々
」
と
し
た
以
八
の
ご
と
く
世
俗
的
価
値
と
の
絶
縁
に
加
え
て
、
多
く
の
民

衆
に
仏
法
を
伝
え
る
弘
法
の
使
命
を
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
客
観
的
な
意
義
と

し
て
は
、
既
成
の
寺
檀
関
係
や
村
共
同
体
の
制
約
を
超
え
た
民
衆
へ
の
布
教
活
動
を

示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
し
、
世
俗
的
名
利
を
超
脱
し
た
遊
行
と
い
う
行
動
が

聖
の
宗
教
的
霊
威
と
結
び
つ
い
て
、
彼
ら
が
民
衆
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　

一
方
、
弁
栄
に
つ
い
て
も
そ
の
遊
行
性
は
際
立
っ
て
い
る
。『
日
本
の
光
』
に
は

弁
栄
の
生
涯
に
わ
た
る
伝
道
の
旅
が
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
生
地
千
葉
県
の
近
国
巡
行

に
始
ま
っ
て
、
関
東
は
も
と
よ
り
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
、
さ
ら
に
朝
鮮
・
満

州
に
至
る
ま
で
各
地
を
巡
教
し
て
お
り
、
あ
え
て
い
え
ば
東
北
と
四
国
へ
の
教
線

（
一
部
に
は
足
を
伸
ば
し
て
い
る
（
を
除
い
て
そ
の
足
跡
は
全
国
に
及
ん
で
い
る
。

江
戸
期
に
く
ら
べ
治
安
や
交
通
・
宿
泊
条
件
、
人
び
と
の
移
動
の
自
由
な
ど
旅
の
環

境
・
条
件
が
大
き
く
異
な
る
と
は
い
え
驚
く
ほ
か
な
い
。
弁
栄
自
身
が
「
私
に
は
帰

る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
11
（

」
と
い
う
ほ
ど
で
、
一
生
行
脚
、
一
所
不
住
の
境
涯

が
偲
ば
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
近
世
念
仏
聖
に
は
見
ら
れ
な
い
、
法



一
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

然
浄
土
教
の
現
代
版
た
る
「
光
明
主
義
」
の
宣
布
と
い
う
並
々
な
ら
ぬ
使
命
感
の
存

在
で
あ
る
。

　

勧
進
性
に
関
し
て
も
弁
栄
の
行
動
力
に
は
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り

既
述
の
善
光
寺
の
建
立
、
浄
土
宗
本
校
の
建
設
、
阿
弥
陀
経
の
頒
布
（
施
（、
少
年

教
化
、
婦
人
教
化
な
ど
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
勧
進
に
欠
か
せ
な
い
弁
栄
の
独
壇

場
と
い
う
べ
き
が
、
資
金
勧
募
や
仏
縁
を
結
ぶ
た
め
に
書
（
描
（
か
れ
た
細
字
米
粒

（
米
粒
名
号
の
上
人
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
（
や
大
小
種
々
の
書
画
で
あ
っ
て
、
寸
暇
を

惜
し
ん
で
筆
を
執
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
計
り
知
れ
な
い
（
11
（

。
実
は
念
仏
聖
の
な
か
に

も
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
た
と
え
ば
厭
求
は
「
師
念
仏
の
暇
に
仏
像
を
彫
刻

し
、
又
仏
絵
を
画
く
並
に
其
妙
を
得
た
り
。
仏
工
画
工
と
い
へ
と
も
及
ば
さ
る
所
な

り
。
壮
年
よ
り
八
旬
に
至
る
ま
で
彫
刻
し
図
画
す
る
所
の
仏
像
都
鄙
に
散
在
し
て
其

数
を
知
ら
ず
。（
中
略
（
又
極
細
字
を
能
す
。
米
壱
粒
の
上
に
弥
陀
三
尊
の
宝
号
並

に
三
社
の
神
号
を
書
す
。
又
胡
麻
一
粒
の
上
に
六
字
の
名
号
を
書
す
。
そ
の
筆
画
尤

鮮
明
な
り
。（
中
略
（
又
恒
に
一
枚
起
請
並
に
六
字
名
号
を
書
し
て
諸
人
に
施
す
事

数
十
万
に
及
べ
り
」（『
行
状
記
（
11
（

』（ 

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
自
筆
の
書
画
等
を
媒
介
と

し
た
勧
化
・
勧
進
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
き
た

い
。

５
．
集
団
・
結
社
性

　

念
仏
聖
の
念
仏
勧
化
が
活
発
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
聖
を
師
と
仰
ぐ
弟
子

や
門
下
の
僧
・
道
心
者
（
非
正
規
僧
（、
そ
し
て
有
力
な
篤
信
者
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
そ
の
周
辺
に
各
地
域
の
信
者
層
が
拡
が
り
を
み
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

な
か
で
同
信
集
団
と
し
て
の
講
や
結
社
の
組
織
化
が
図
ら
れ
る
が
、
い
ま
そ
の
う
ち

の
い
く
例
か
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　

無
能
の
場
合
は
、
念
仏
勧
化
が
短
期
集
中
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
組
織
化
は
無
能

没
後
に
顕
著
で
あ
る
。「
無
能
講
」
と
称
さ
れ
、
無
能
の
肖
像
を
本
尊
に
迎
え
、
そ

の
忌
日
（
一
月
二
日
（
に
縁
の
寺
・
堂
に
信
者
が
集
ま
っ
て
百
万
遍
念
仏
を
唱
え
る

と
い
っ
た
行
事
が
多
い
が
、
な
か
に
は
窮
民
等
に
食
事
を
ふ
る
ま
う
と
い
う
、
信
仰

の
涵
養
と
施
与
を
伝
統
的
に
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
と
く
に
無
能
の
勧
化
が

浸
透
し
た
と
み
ら
れ
る
山
形
県
村
山
地
方
に
多
い
（
11
（

。
江
戸
後
期
の
徳
本
の
場
合
は
、

請
待
さ
れ
赴
い
た
彼
の
足
跡
と
共
に
全
国
各
地
に
念
仏
講
（
徳
本
講
（
が
結
ば
れ
た
。

徳
本
自
ら
「
講
デ
モ
結
ん
で
大
勢
寄
リ
集
リ
テ
申
ト
共
ミ
ガ
キ
云
テ
、
罪
障
ガ
ヨ
ク

減
ジ
テ
格
別
念
仏
ニ
進
ミ
ガ
有
」（『
加
州
勧
誡
聞
書
（
11
（

』（
と
言
っ
て
お
り
、
講
中
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
徳
本
名
号
碑
（
塔
（
は
信
者
た
ち
の
結
衆
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。

　

関
通
の
場
合
も
各
地
に
念
仏
講
を
結
成
し
、
講
中
の
信
仰
涵
養
に
向
け
て
指
針
を

示
す
「
念
仏
講
衆
示
書
」
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼

が
信
者
の
懇
請
を
受
け
て
一
時
期
仮
住
し
た
西
方
寺
で
の
檀
信
徒
及
び
住
民
教
化
の

徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
其
頃
は
魚
鳥
を
商
ふ
も
の
、
村
の
中
を
往
来
す
る

こ
と
さ
へ
な
き
に
至
り
、
唯
少
長
と
も
に
悪
事
を
な
す
を
恥
辱
と
し
、
一
邑
挙
り
て

往
生
を
願
ひ
念
仏
を
励
み
勤
る
こ
と
に
ぞ
な
り
に
け
る
（
11
（

」
と
の
村
ぐ
る
み
の
変
身
で

あ
る
。
関
通
が
縁
あ
っ
て
建
立
し
た
寺
院
で
は
「
定
式
（
規
（」
を
設
け
、
僧
衆
の

教
育
を
図
っ
て
お
り
、
そ
の
定
め
た
規
則
は
「
す
べ
て
一
十
三
規
百
有
余
条
あ
り
（
11
（

」

と
い
う
か
ら
目
的
が
明
確
で
体
系
的
な
僧
道
教
育
が
施
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。
ま
た
彼
は
尼
僧
教
育
に
も
熱
心
で
、
尾
張
津
島
に
開
創
し
た
貞
寿
寺
で
は
五

ヵ
条
の
警
訓
（
１
剃
髪
時
の
志
を
変
え
ず
に
専
心
称
名
、
２
五
戒
八
斎
戒
・
十
重
禁

戒
の
護
持
、
３
三
部
経
・
礼
讃
等
を
覚
え
さ
せ
学
習
教
材
を
指
示
、
４
衆
尼
の
交
わ
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り
如
法
た
る
べ
き
こ
と
、
５
臨
終
の
用
心
と
看
病
の
心
得
（
を
示
し
、
念
仏
相
続
し

て
決
定
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
を
書
し
て
授
与
し
て
い
る
（
1（
（

。
こ
の

ほ
か
念
仏
聖
の
な
か
に
は
、
関
通
の
よ
う
に
官
寺
（
当
時
の
一
般
寺
院
（
と
一
線
を

画
し
た
「
律
院
」
や
「
捨
世
地
」
を
起
立
し
、
僧
風
一
新
と
後
継
者
の
育
成
に
努
め

た
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
念
仏
聖
た
ち
の
信
仰
と
教
化
に
み
ら
れ
る

集
団
性
・
結
社
性
は
、
当
代
の
寺
院
仏
教
に
対
す
る
カ
ン
フ
ル
剤
と
な
り
、
好
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
（
11
（

。

　

で
は
弁
栄
の
場
合
、
同
信
集
団
の
組
織
化
や
後
継
者
の
育
成
は
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。『
日
本
の
光
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
四
、
五
年
か
ら
弁
栄
の

法
門
に
一
転
機
が
兆
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
こ
れ
ま
で
は
三
昧
証
信
の
勧

化
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
般
布
教
は
伝
統
に
準
拠
し
、
日
課
を
授
け
、
阿
弥
陀
経
を

施
し
、
順
次
往
生
を
勧
説
さ
れ
た
。
其
間
自
行
は
任
運
に
精
進
し
て
内
証
を
深
め
、

読
書
の
範
囲
も
日
新
の
学
術
に
わ
た
っ
て
広
く
渉
猟
さ
れ
て
ゐ
た
（
11
（

」
段
階
か
ら
、
三

七
、
八
年
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
新
た
な
法
門
の
建
立
を
待
つ
事
に
な
る
。
そ

の
経
過
は
省
略
す
る
が
、
こ
こ
で
は
信
仰
組
織
の
形
成
と
後
継
者
の
育
成
に
絞
っ
て

手
短
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

三
五
年
一
月
、
弁
栄
の
「
聖
経
会
」
か
ら
「
無
量
壽
尊
光
明
歎
徳
文
及
要
解
」
一

枚
刷
り
を
頒
施
。
三
七
年
四
月
、
新
礼
拝
文
の
発
表
。
同
年
一
一
月
、
布
鎌
聖
経
会

の
結
成
。
四
一
年
、
松
戸
心
光
教
会
の
発
足
。
四
三
年
一
月
、
松
戸
心
光
教
会
礼
拝

式
お
よ
び
信
行
清
規
を
制
定
。
こ
の
頃
、
尼
衆
教
育
の
構
想
も
み
ら
れ
る
（
11
（

。
四
五
年

（
大
正
元
（、「
光
明
主
義
」
の
名
義
を
宣
揚
。
大
正
三
年
、「
光
明
会
趣
意
書
」
を
発

表
。
そ
の
末
尾
に
は
「
願
く
は
吾
が
敬
愛
な
る
清
き
同
胞
衆
生
よ
、
吾
人
は
相
互
に

弟
た
り
兄
た
り
共
に
携
へ
て
大
御
親
の
光
明
の
大
道
を
進
ま
ん
こ
と
を
望
む
も
の
な

り
。
茲
に
教
団
を
結
び
其
目
的
を
達
せ
ん
と
欲
す
る
所
以
な
り
（
11
（

」
と
み
え
る
点
に
注

意
し
た
い
。
同
四
年
、
五
年
に
「
如
来
光
明
礼
拝
儀
」
の
改
正
。
同
七
年
一
〇
月
、

時
宗
當
麻
派
本
山
・
無
量
光
寺
の
住
職
に
晋
山
。
同
八
年
四
月
、
無
量
光
寺
山
内
に

光
明
学
園
を
開
設
し
、「
光
明
主
義
の
基
礎
を
堅
め
ん
が
為
に
伝
道
部
教
育
部
を
要

し
候
。
當
麻
光
明
学
園
生
徒
わ
づ
か
五
十
名
位
、
将
来
は
伝
道
師
養
成
場
に
い
た
し

度
候
（
11
（

」
と
抱
負
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
結
社
の
永
続
に
は
、
組
織
の
教
義
的

求
心
力
と
後
継
者
育
成
と
い
っ
た
遠
心
力
が
欠
か
せ
な
い
。
弁
栄
の
明
治
三
五
年
以

降
に
お
け
る
伝
道
と
教
義
の
体
系
化
の
動
向
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
さ
し
あ
た
り
信

仰
組
織
の
形
成
過
程
と
と
り
わ
け
晩
年
に
腐
心
し
た
後
継
者
育
成
の
道
筋
を
紹
介
し

た
に
す
ぎ
な
い
。

　

産
業
革
命
を
経
て
社
会
構
造
の
一
大
転
換
期
に
突
入
し
て
行
く
時
代
人
心
に
向
け

て
、
ひ
た
す
ら
如
来
の
光
明
を
届
け
よ
う
と
す
る
弁
栄
の
新
し
い
念
仏
信
仰
運
動
は
、

同
時
代
の
仏
教
界
（
浄
土
宗
（
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
念
仏
聖
と
弁
栄
と
に
相
通
じ
る
信
仰
態
度
な
り
行
動
様
式

に
は
、
実
は
既
成
の
仏
教
、
と
り
わ
け
念
仏
信
仰
の
枯
渇
し
た
教
団
（
寺
院
・
僧

侶
・
檀
信
徒
（
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。
弁
栄
は
言
う
、「
宗
門
も
七
千
ヶ
寺
か
ら
あ
っ
て
盛
大
に
見
ゆ
る
が
、
善
導
元

祖
の
真
精
神
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
寺
が
果
し
て
何
ヶ
寺
あ
る
で
し
ょ
う
。
貴

僧
の
寺
に
し
て
も
田
畑
と
伽
藍
が
あ
っ
て
其
収
入
を
目
当
て
に
貴
僧
が
住
職
し
て
ゐ

ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
仏
像
は
あ
っ
て
も
仏
心
の
な
い
寺
は
何
ヶ
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寺
あ
っ
て
も
影
法
師
の
信
者
と
形
骸
の
寺
ば
か
り
の
盛
大
で
は
心
細
い
（
11
（

」
と
。
そ
し

て
、「
弁
栄
の
苦
心
は
如
何
に
し
て
宗
祖
の
新
精
神
を
現
代
に
復
興
せ
ん
か
と
の
一

事
に
あ
る
（
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
法
然
仏
教
の
復
興
・
復
活
が
目

ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
弁
栄
と
そ
の
「
如
来
光
明
主
義
」
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
や
現
代
的
意
義

の
議
論
は
別
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
す
で
に
彼
の
在
世
中
か
ら
し
ば
し
ば
「
異

安
心
」
と
の
批
判
や
中
傷
が
あ
っ
た
と
は
い
え
（『
日
本
の
光
』、
後
に
『
浄
土
教

報
』
で
の
論
争
（、
む
し
ろ
当
初
は
無
知
・
無
関
心
層
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
少
し
長
い
ス
パ
ン
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
弁
栄
の
念
仏

信
仰
運
動
は
宗
祖
法
然
が
主
唱
し
た
「
念
仏
を
中
心
に
据
え
た
生
活
」
を
教
界
が
取

り
戻
す
う
え
で
の
警
鐘
と
な
り
、
機
縁
と
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
近
世
念
仏
聖
の
信
仰
運
動
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と

み
ら
れ
よ
う
。

　
註

（
（
（
本
書
は
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
（
年
九
月
、
ミ
オ
ヤ
の
ひ
か
り
社
発
行
。

（
２
（
た
と
え
ば
、
藤
堂
恭
俊
『
弁
栄
聖
者
』
全
国
光
明
会
連
合
本
部
、
一
九
五
九
年
一
〇

月
。
河
波
定
昌
『
如
来
さ
ま
の
お
つ
か
い
―
弁
栄
上
人
の
生
涯
と
光
明
主
義
―
』
財
団

法
人
光
明
修
養
会
、
二
〇
〇
九
年
一
月
発
行
な
ど
が
あ
る
。

（
３
（
吉
水
岳
彦
・
石
川
達
也
・
金
田
昭
教
編
『
行
誡
と
弁
栄
展
』（
二
〇
一
九
年
月
発
行
（

解
説
参
照
。
な
お
本
展
は
同
年
五
月
、
行
誡
が
住
職
を
し
た
両
国
回
向
院
に
て
開
催
さ

れ
た
。
出
展
さ
れ
た
両
人
の
遺
墨
等
は
量
質
と
も
に
圧
巻
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
山
崎
弁

栄
上
人
讃
仰
会
代
表
・
金
田
隆
栄
監
修
・
百
回
忌
記
念
『
山
崎
弁
栄
・
墨
跡
仏
画
集
』

〈
一
〇
〇
〇
作
品
所
収
〉
ひ
た
ち
屋
書
店
、
二
〇
一
九
年
四
月
発
行
（
が
あ
る
。
一
〇
〇

〇
作
品
を
収
め
、
六
〇
〇
頁
に
及
ぶ
こ
の
解
説
付
き
図
録
は
弁
栄
遺
墨
集
の
決
定
版
と

も
い
え
よ
う
。
弁
栄
の
遺
墨
等
の
収
集
は
そ
の
後
も
進
ん
で
い
る
。

（
４
（『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
『
浄
全
』
と
略
す
（
十
八
、
四
四
四
頁
。

（
５
（
同
上
書
、
同
頁
。

（
６
（
笹
本
戒
浄
上
人
全
集
刊
行
委
員
会
編
『
笹
本
戒
浄
上
人
全
集
』
上
巻
、
光
明
会
聖
堂
、

一
九
八
一
年
一
二
月
発
行
。
二
一
二
頁
。

（
７
（
同
上
書
、
二
一
六
頁
。

（
８
（
八
木
季
生
「
徳
本
行
者
異
聞
」（（
戸
松
啓
真
編
『
徳
本
行
者
全
集
』
第
六
巻
、
山
喜

房
仏
書
林
、
一
九
八
〇
年
（
四
九
〇
頁
。

（
９
（『
御
慈
悲
の
た
よ
り
』
上
、
一
九
頁
他
。

（
（0
（
同
上
書
、
六
六
頁
他
。

（
（（
（
同
上
書
、
同
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
下
、
八
七
頁
他
。

（
（（
（
同
上
書
、
同
頁
。

（
（（
（
詳
し
く
は
拙
著
『
近
世
の
念
仏
聖
無
能
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
発
行

参
照
。

（
（（
（
同
上
書
参
照
。

（
（（
（
前
掲
『
浄
全
』
十
七
所
収
。

（
（7
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
、
四
七
四
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
四
七
五
頁
。

（
（9
（
同
上
書
十
七
、
七
六
六
頁
。

（
（0
（
同
上
書
、
五
七
頁
。

（
（（
（
同
上
書
十
八
、
一
一
六
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』、
五
四
頁
。

（
（（
（
詳
し
く
は
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』
渓
水
社
、
一
九
八
八
年
、
お
よ
び

同
『
近
世
の
地
方
寺
院
と
庶
民
信
仰
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
発
行
参
照
。
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（
（（
（『
御
慈
悲
の
た
よ
り
』
中
、
一
六
七
～
八
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』、
四
八
頁
。

（
（（
（
待
定
の
「
棺
中
百
日
苦
行
」
を
月
泉
編
『
待
定
法
師
忍
行
念
仏
伝
』
に
見
て
み
よ
う
。

は
じ
め
に
庵
室
の
仏
前
に
身
体
が
入
る
程
度
の
板
の
囲
い
を
つ
く
り
、
中
に
は
炒
大
豆

を
千
五
百
粒
と
一
椀
の
浄
水
を
入
れ
、
ふ
た
を
す
る
。
一
昼
夜
に
十
五
万
遍
の
念
仏
を

と
な
え
、
一
万
遍
ご
と
に
炒
豆
一
粒
を
水
に
し
め
し
て
食
べ
る
。
一
昼
夜
に
一
五
粒
を

用
い
る
か
ら
、
百
日
で
千
五
百
粒
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
ほ
か
に
は
一
切
の
水
食
を

断
つ
、
と
い
う
過
酷
な
修
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
苦
行
念
仏
中
に
待
定
は
瑞
相
を
感
得
し

霊
告
を
得
て
い
る
（
前
掲
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』
参
照
（。

（
（7
（
詳
し
く
は
『
日
本
の
光
』
二
三
二
頁
参
照
。

（
（（
（
詳
し
く
は
前
掲
註
（
（（
（
の
拙
著
を
参
照
。

（
（9
（
田
中
木
叉
編
『
弁
栄
聖
者
光
明
体
系
・
光
明
の
生
活
』
財
団
法
人
光
明
修
養
会
、
一

九
七
四
年
発
行
（
初
版
一
九
二
三
年
（、
二
〇
八
頁
。
こ
の
話
の
出
典
を
探
し
て
い
た
と

こ
ろ
、『
向
誉
上
人
行
状
聞
書
』
第
三
巻
（
田
中
俊
孝
編
『
雲
介
子
関
通
全
集
』
関
通
上

人
全
集
刊
行
会
発
行
、
一
九
三
七
年
、
第
五
巻
所
収
（
掲
載
の
「
尾
州
城
下
布
袋
屋
念

仏
験
益
の
事
」
に
似
た
よ
う
な
話
が
み
え
る
。
こ
こ
で
は
同
じ
名
古
屋
で
は
あ
る
が
、

夷
屋
で
は
な
く
布
袋
屋
の
下
女
杉
と
い
う
人
物
で
、「
生
得
正
直
成
る
者
に
て
、
寄
り
よ

り
上
人
の
説
法
を
聴
聞
し
て
千
遍
の
日
課
を
し
、
口
称
間
断
な
く
作
業
し
な
が
ら
に
そ

唱
へ
け
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、「
下
女
の
事
な
れ
ば
、
只
主
の
み
や
つ
か
へ
し
な
が
ら

寸
陰
を
お
し
み
作
業
し
な
が
ら
に
念
仏
を
う
と
ふ
の
み
な
り
し
が
、
功
を
積
み
深
信
の

験
に
や
、
口
称
三
昧
発
明
せ
り
」
な
ど
と
み
え
る
ほ
か
、「
杉
」
の
「
感
夢
霊
告
之
事
」

「
極
楽
浄
土
感
見
之
事
」
他
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
同
書
八
七
～
一
一
〇
頁
（。

お
そ
ら
く
弁
栄
の
話
の
モ
デ
ル
は
、
こ
の
「
杉
」
で
あ
ろ
う
。

（
（0
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
所
収
。

（
（（
（
藤
堂
俊
章
編
『
念
仏
三
昧
の
世
界
―
忍
澄
上
人
著 

別
時
念
仏
三
昧
法
諺
註
―
』
大
本

山
善
導
寺
、
一
九
九
七
年
発
行
、
一
六
頁
。　
　

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
五
六
頁
掲
載
の
弁
栄
法
語
よ
り
。

（
（（
（
近
世
浄
土
宗
の
檀
林
教
育
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
・
時
宗
檀
林
史
の
研

究
』
法
蔵
館
、
二
〇
二
〇
年
発
行
参
照
。

（
（（
（『
御
慈
悲
の
た
よ
り
』
中
、
一
二
八
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
、
七
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
、
三
一
〇
頁
。

（
（7
（
同
上
書
、
二
二
六
～
七
頁
。

（
（（
（『
雲
説
和
尚
別
行
念
仏
利
益
伝
』
上
、
一
九
～
二
〇
丁
。

（
（9
（
拙
著
『
念
仏
者
の
福
祉
思
想
と
実
践
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
発
行
参
照
。

（
（0
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
七
一
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
八
四
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
一
九
一
～
二
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
二
一
七
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
二
八
六
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
一
六
七
頁
。

（
（（
（
こ
こ
で
無
能
の
遊
女
教
化
に
つ
い
て
、『
行
業
記
』
の
一
節
を
引
い
て
紹
介
し
て
み
よ

う
。「
一
信
夫
郡
八
丁
目
、
安
達
郡
本
宮
な
と
い
へ
る
は
、
遊
君
あ
ま
た
住
む
所
な
り
。

師
ひ
そ
か
に
思
へ
ら
く
。
た
ま
た
ま
爪
上
の
人
身
を
う
け
、
亀
木
の
仏
教
に
あ
ふ
と
い

へ
ど
も
、
淫
女
の
つ
た
な
き
報
ひ
を
得
て
、
日
夜
に
障
罪
を
重
ね
、
空
し
く
悪
趣
に
沈

み
な
ん
。
い
と
か
な
し
き
わ
ざ
な
り
と
。
す
な
は
ち
み
づ
か
ら
彼
所
に
行
て
、
弥
陀
の

本
誓
、
も
と
よ
り
機
の
善
悪
を
簡
ば
ざ
れ
ば
、
深
く
本
願
を
頼
み
て
至
心
に
念
仏
せ
ば
、

往
生
疑
ひ
あ
る
ま
じ
き
旨
、
ね
ん
ご
ろ
に
教
化
せ
ら
れ
し
に
、
遊
君
の
中
、
深
く
信
心

を
発
し
て
日
所
作
な
ど
受
し
も
の
あ
ま
た
こ
れ
あ
り
と
な
ん
」（『
浄
全
』
十
八
、
一
二

四
頁
（。

（
（7
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
八
二
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
一
〇
〇
頁
。

（
（9
（
前
掲
『
浄
全
』
十
七
、
六
五
八
頁
。

（
（0
（
同
上
書
所
収
。



一
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

（
（（
（
前
掲
『
浄
全
』
十
七
、
七
六
九
頁
。

（
（（
（
同
上
書
十
八
、
二
七
二
頁
。

（
（（
（
徳
本
の
名
号
塔
（
碑
（
が
全
国
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
最
近
の
念
仏
行
者
徳
本

上
人
研
究
会
編
『
日
本
各
地
の
徳
本
名
号
塔
』
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
誌
で
は
、
二

〇
一
九
年
一
一
月
二
六
日
現
在
、
一
六
四
一
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
地
名
・
寺
名

他
・
造
立
年
代
入
り
（。
研
究
会
事
務
局
は
東
京
都
文
京
区
千
石
一

－

一
四

－

一
一
、
一

行
院
。

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
三
七
九
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
五
四
六
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
、
八
三
～
四
頁
。

（
（7
（
前
掲
註
（
（（
（
参
照
。

（
（（
（
戸
松
啓
真
編
『
徳
本
行
者
全
集
』
第
四
巻
、
山
喜
房
、
一
九
七
八
年
発
行
。
一
九
七

頁
。

（
（9
（
前
掲
『
浄
全
』
十
八
、
二
三
二
頁
。

（
（0
（
同
上
書
、
二
三
七
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
二
四
六
～
七
頁
。

（
（（
（
前
掲
拙
著
『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』
他
参
照
。

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
二
四
八
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
御
慈
悲
の
た
よ
り
』
中
、
九
八
、
一
〇
一
～
二
頁
。

（
（（
（
前
掲
『
日
本
の
光
』
三
九
五
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
五
四
四
頁
。

（
（7
（
同
上
書
、
四
七
二
頁
。

（
（（
（
同
上
書
、
三
九
一
頁
。

〈
付
記
〉

小
論
は
、先
に
発
表
し
た
霊
鷲
山
善
光
寺
発
行『
山
﨑
弁
栄
上
人
論
集
』（
二
〇
一
九
年
八

月
（所
収
の
同
題
の
拙
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。



一
五

　
　
　
　
山
﨑
辨
榮
の
宗
祖
観

は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
帰
入
し
た
四
十
三
歳
の
法
然
上
人

に
と
っ
て
、
立
教
開
宗
と
は
善
導
大
師
『
観
経
疏
』
散
善
義
で
説
か
れ
る
深
心
解
釈

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
」
の
文
に
徧
依
し
依
慿
し
「
我
、
浄
土
宗
を
立
つ
る
意
趣
は
、
凡

夫
の
往
生
を
示
さ
む
が
た
め
な
り
け
り
」
の
生
き
方
の
決
定
で
あ
っ
た
。

　

言
う
と
こ
ろ
の
生
き
方
の
決
定
は
、
十
五
歳
で
「
華
髪
を
剃
り
、
法
衣
を
着
し
、

戒
壇
院
に
し
て
、
大
乗
戒
を
受
け
給
い
に
け
り
」
以
後
、
①
五
十
四
歳（
文
治
二
〈
一

一
八
六
〉
年
（秋
に
比
叡
山
麓
勝
林
院
で
天
台
宗
碩
学
・
学
徒
・
宗
徒
を
前
に
し
て
の

大
原
問
答
に
お
い
て
「
機
法
相
応
の
念
仏
」
を
説
き
満
座
の
信
伏
を
得
（
（
（

、
②
五
十
九

歳（
建
久
二
〈
一
一
九
一
〉
年
（に
は
東
大
寺
大
仏
殿
半
作
の
軒
下
で
南
都
仏
教
の
碩

学
・
大
衆
を
前
に
し
て
の
浄
土
三
部
経
講
説
に
お
い
て
「
聴
衆
随
喜
渇
仰
極
ま
り
な

し
（
（
（

」、
③
六
十
二
歳（
建
久
五
〈
一
一
九
四
〉
年
（に
は
篤
信
者
師
秀
の
所
望
に
よ
る
逆

修
の
説
法
に
お
い
て
「
た
だ
此
の
浄
土
の
一
宗
の
み
機
と
教
と
相
応
せ
る
法
門
な

り
」
を
懇
ろ
に
説
き
（
（
（

、
④
六
十
六
歳（
建
久
九
〈
一
一
九
八
〉
年
（に
は
二
つ
の
注
目
す

べ
き
事
項
が
あ
る
。
一
つ
は
「
上
人
、
専
修
正
行
年
を
重
ね
、
一
心
専
念
功
積
り
給

い
し
か
ば
、
遂
に
口
称
三
昧
を
発
し
給
い
き
。
生
年
六
十
六
、
建
久
九
年
正
月
七
日

の
別
時
念
仏
の
間
・
・
」
と
あ
り
、
浄
土
の
御
仏
・
菩
薩
・
聖
衆
と
荘
厳
に
見
え
感

じ
音
声
を
聞
く
と
い
う
体
験
記
録
を
残
し
た
と
伝
え
（
（
（

、
続
く
第
八
巻
は
「
上
人
、
三

昧
発
得
の
後
は
・
・
・
」
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
兼
実
の
要

請
を
受
け
て
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
を
撰
述
し
（
（
（

、
そ
の
劈
頭
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏　

往
生
之
業
念
仏
為
先
」
と
包
括
し
て
、
最
終
章
段
で
「
静
か
に
以
れ
ば
・
・
」
と
思

い
を
語
る
中
で
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
執
筆
の
霊
験
を
挙
げ
、「
こ
こ
に
お
い

て
貧
道
、
昔
こ
の
典（『
観
経
疏
』（を
披
閲
し
て（
略
（今
日
に
至
る
ま
で
自
行
化
他
た

だ
念
仏
を
縡
と
す
」
と
自
ら
を
述
懐
し
（
（
（

、
⑤
七
十
五
歳（
建
永
二
〈
一
二
〇
七
〉
年
（の

遠
流
に
あ
た
っ
て
「
流
刑
さ
ら
に
恨
み
と
す
べ
か
ら
ず
。（
略
（い
ま
事
の
縁
に
よ
り

て
年
来
の
本
意
を
遂
げ
ん
事
、
頗
る
朝
恩
と
も
い
う
べ
し
」
と
し
、「『
我
た
と
い
死

刑
に
行
わ
る
と
も
、
こ
の
事
言
わ
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
』
と
。
至
誠
の
色
、
最
も
切

な
り
」
と
あ
り
（
7
（

、
⑥
八
十
歳（
建
暦
二
〈
一
二
一
二
〉
年
（正
月
二
十
五
日
午
の
刻
に

「
眠
る
が
如
く
し
て
息
絶
え
給
い
ぬ
。
音
声
止
ま
り
て
後
、
な
お
唇
舌
を
動
か
し
給

う
事
、
十
余
遍
ば
か
り
な
り
。
面
色
殊
に
鮮
や
か
に
、
形
容
笑
め
る
に
似
た
り
（
（
（

」
と

あ
る
と
こ
ろ
の
、
法
然
上
人
の
御
一
生
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
①
か
ら
⑥
を
扇
子
の
要（
か
な
め
（の
如
く
礎（
い
し
づ
え
（と
し
基（
も
と
い
（

と
し
て
脈
拍
し
続
け
た
の
が
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号　

行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近　

　
山
﨑
辨
榮
の
宗
祖
観
―
『
宗
祖
の
皮
髓
』
と
そ
の
周
辺
・
私
考
―　

　
�

藤　

本　

淨　

彦　



一
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

念
念
不
捨
者
是
名
正
定
之
業　

順
彼
仏
願
故
」
の
三
十
四
文
字
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
法
然
上
人
自
ら
の
深
い
受
領
が
あ
る
。
自
己
自
身
へ
の
自
覚（
三
学
非
器
・
愚
鈍
の

自
己
（の
深
淵
に
お
け
る
教
行
の
力
用
と
し
て
の
救
い
の
確
信
で
あ
る
。
敢
え
て
言

え
ば
、
こ
の
三
十
四
文
字
の
真
実
を
自
ら
の
教
行
実
践
体
験
に
於
い
て
獲
得
し
確
信

を
深
め
て
い
く
こ
と
に
尽
き
る
「
生
き
方
」
の
真
表
現
が
有
る
。
特
に
④
～
⑥
を
通

し
て
、
法
然
上
人
を
浄
土
宗
祖
た
ら
し
め
る
揺
る
ぎ
な
き
姿
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

実
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
、
一
宗
を
開
創
す
る
者
、
す
な
わ
ち
宗
祖
観
が
い

つ
の
時
代
に
於
い
て
も
話
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

浄
土
宗
の
教
行
は
宗
祖
の
開
宗
の
御
心
を
時
機
相
応
の
現
実
に
置
い
て
具
体
的
磁

場
と
し
て
祖
師
方
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
。
言
う
と
こ
ろ
の
教
行
の
相
承
が
宗

祖
観
を
造
り
上
げ
て
歴
史
を
形
成
し
た
。
ま
さ
に
脈
打
つ
如
き
現
況
と
持（
た
も
（ち

続
く
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
時
代
の
磁
場
が
提
示
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

言
う
と
こ
ろ
の
磁
場
は
、
純
粋
な
意
味
で
の
宗
祖
の
開
宗
の
御
心
の
具
現
化
に
お
い

て
発
動
し
う
る
。
あ
た
か
も
鉄
粉
が
磁
場
に
引
誘
さ
れ
る
よ
う
な
力
用
で
あ
る
。
宗

祖
観
と
は
、
そ
の
よ
う
な
力
用
を
発
揮
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
宗
祖
の

開
宗
の
御
心
を
時
機
相
応
の
現
実
に
置
い
て
具
体
的
磁
場
」
と
し
「
鉄
粉
が
磁
場
に

引
誘
さ
れ
る
よ
う
な
力
用
」
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
宗
祖
観
が
求
め
ら
れ
る
。

　

浄
土
開
宗
八
百
五
十
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
我
わ
れ
の
〝
現
・
在
〟
に
脈

絡
す
る
時
代
の
特
徴
的
な
切
り
口
に
置
い
て
宗
祖
観
に
つ
い
て
話
題
と
す
る
場
合
に
、

そ
の
一
例
と
し
て
山
﨑
辨
榮（
安
政
六
〈
一
八
五
九
〉
―
大
正
九
〈
一
九
二
〇
〉（の
宗
祖

観
を
大
正
五
〈
一
九
一
六
〉
年
の
総
本
山
知
恩
院
で
の
教
学
高
等
講
習
会
に
お
け
る

講
説
「
宗
祖
の
皮
髓
」
を
め
ぐ
っ
て
私
考
す
る
。

一
、「
宗
祖
の
皮
髓
」
講
説
の
時
代
趨
勢
・
管
見

　

一
般
的
に
、「
明
治
維
新
以
後
か
ら
第
二
次
大
戦
前
を
近
代
、
そ
れ
以
後
を
現
代
」

と
い
う
歴
史
区
分
を
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
講
説
は
近
代
で
あ
る
。

宗
祖
の
時
代
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
近
代
は
宗
教
・
思
想
・
文
化
に
お
い

て
多
大
な
特
質
を
露
呈
し
た
時
代
と
言
え
る
。
点
描
的
で
は
あ
る
が
、
浄
土
宗
に
お

け
る
時
代
の
趨
勢
を
追
い
な
が
ら
歴
史
的
状
況
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

１
．

　

十
八
世
紀
中
葉
よ
り
関
通（
元
禄
九
〈
一
六
九
六
〉
―
明
和
七
〈
一
七
七
〇
〉（や
徳
本

（
宝
暦
八
〈
一
七
五
八
〉
―
文
政
元
〈
一
八
一
八
〉（そ
し
て
法
岸（
延
享
元
〈
一
七
四
四
〉
―

文
化
一
二
〈
一
八
一
五
〉（・
法
州（
明
和
二
〈
一
七
六
五
〉
―
天
保
一
〇
〈
一
八
三
六
〉（・
法

道（
文
化
元
〈
一
八
〇
四
〉
―
文
久
三
〈
一
八
六
三
〉（の
大
日
比
三
師
、
彼
ら
は
浄
土
宗

伝
統
を
相
承
す
る
念
仏
者
で
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
へ
向
か
う
頃
の
浄
土
宗
教
団
に

お
い
て
注
目
す
べ
き
行
実
に
よ
っ
て
後
世
へ
の
影
響
を
残
し
た
。
い
わ
ゆ
る
捨
世
派

念
仏
聖
た
ち
に
よ
る
法
然
上
人
の
念
仏
復
興
運
動
と
も
い
え
る
状
況
の
惹
起
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
享
和
二
〈
一
八
〇
二
〉
年
に
は
『
関
通
和
尚
行
業
記
』
の
刊
行
、
文
化

八
〈
一
八
一
一
〉
年
に
は
宗
祖
六
〇
〇
年
遠
忌
厳
修
、
文
政
二
〈
一
八
一
九
〉
年
に
隆

円
が
『
吉
水
冩
瓶
訣
』
を
撰
述
、
文
政
三
〈
一
八
二
〇
〉
年
に
は
『
徳
本
上
人
行
状

和
讃
』
と
『
徳
本
上
人
御
勧
誡
聞
書
』
刊
行
、
万
延
二
〈
一
八
六
一
〉
年
に
宗
祖
六

五
〇
年
遠
忌
厳
修
、
慶
応
三
〈
一
八
六
七
〉
年
に
福
田
行
誡
撰
『
徳
本
行
者
伝
』
刊

行
、
と
い
う
よ
う
な
事
象
が
興
味
深
く
管
見
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
意
味
で
宗
祖
六
〇

〇
年
遠
忌
か
ら
次
の
六
五
〇
年
遠
忌
ま
で
の
五
〇
年
の
趨
勢
は
、
江
戸
期
政
策
の
一

つ
で
あ
っ
た
寺
檀
制
度
の
形
骸
化
の
功
罪
を
見
据
え
て
「
念
仏
聖
法
然
の
念
仏
」
へ

の
回
帰
運
動
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
か
。



一
七

　
　
　
　
山
﨑
辨
榮
の
宗
祖
観

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、
神
仏
分
離
に
端
を
発
し
た
廃
仏
毀
釈
運
動
が
全
国
的
に
な

り
、
明
治
二
〈
一
八
六
九
〉
年
に
は
「
増
上
寺
以
下
十
八
檀
林
の
住
職
は
連
署
の
建

白
書
を
政
府
に
提
出
し
、
邪
教
防
禦
の
事
を
力
説
」、
ま
た
「
養
鸕
徹
定
は
『
笑
耶

論
』
を
著
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
破
訴
」
し
、「
福
田
行
誡
は
『
護
法
三
策
』
を
撰
述
」

し
た
が
、
明
治
五
〈
一
八
七
一
〉
年
に
「
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
、
蓄
髪
勝
手
た
ら
し
め

る
」
太
政
官
令
が
発
布
さ
れ
、
明
治
六
〈
一
八
七
二
〉
年
に
は
「
増
上
寺
本
尊
阿
弥

陀
如
来
像
を
台
徳
院
殿
霊
屋
に
遷
座
し
、
皇
祖
大
照
大
神
を
大
殿
に
安
置
」
し
「
増

上
寺
に
て
大
教
院
講
堂
内
皇
大
神
宮
殿
上
棟
式
挙
行
」
に
至
り
、
明
治
一
四
〈
一
八

八
一
〉
年
に
は
「
大
教
院
は
宗
侶
に
『
釈
教
正
謬
初
破
再
破
』、『
闡
邪
管
見
録
』、

『
科
註
原
人
論
講
義
』
の
熟
読
を
す
す
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
侵
入
に
備
え
る
よ
う

指
示
す
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
明
治
一
九
〈
一
八
八
六
〉
年
に
は
「
増
上
寺
福
田
行

誡
が
『
奇
日
新
報
』
に
お
い
て
、
僧
侶
は
内
典
に
加
え
て
洋
学
を
学
習
す
べ
き
こ
と

を
力
説
す
る
」
と
あ
る
。
以
上
の
指
摘
（
9
（

に
も
と
づ
い
て
趨
勢
を
三
段
階
で
具
体
的
に

考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

２
．

　

第
一
に
、
法
然
上
人
の
念
仏
復
興
運
動
と
も
い
え
る
状
況
を
惹
起
し
た
関
通
・
徳

本
・
大
日
比
三
師
は
、
伝
統
的
な
浄
土
宗
教
義
の
相
承
を
承
け
、
宗
祖
に
直
参
す
る

主
体
的
念
仏
実
践
を
礎
と
し
基
と
す
る
。
宗
祖
の
真
髄
を
「
念
仏
す
る
こ
と
」
に
確

信
的
に
捉
え
、
そ
の
純
粋
性
を
求
め
て
宗
祖
の
如
く
「
自
行
化
他
た
だ
念
仏
を
縡
と

す
」
る
生
き
方
が
も
た
ら
す
影
響
力
が
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
あ
た
か
も
宗
祖
六
〇
〇
年
か
ら
六
五
〇
年
遠
忌
の
記
念

す
べ
き
関
心
の
中
で
関
通
や
徳
本
の
念
仏
行
状
へ
焦
点
が
寄
せ
ら
れ
、
一
方
で
伝
統

宗
要
と
し
て
時
代
の
風
潮
に
伴
っ
て
伝
法
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
提
示
さ
れ
る
。
宗
祖

六
五
〇
年
遠
忌
へ
向
か
い
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
か
ら
の
脱
皮
へ
と
蠕
動
す
る
可
能
性

を
看
取
し
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
二
段
階
は
、
浄
土
宗
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
へ
の
主
体
的
な
問

題
提
起
と
し
て
言
え
ば
、「
念
仏
聖
法
然
の
念
仏
へ
の
回
帰
運
動
」
と
し
て
積
極
的

な
意
義
を
持
つ
。
形
式
化
し
形
骸
化
し
た
宗
祖
の
教
行
を
脱
皮
し
生
々
活
々
と
脈
打

つ
教
行
へ
の
導
き
を
体
感
せ
し
め
た
と
い
う
意
味
で
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
第
三
に
、
明
治
維
新
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
国
の
「
内
・
外
」
的
な
諸

問
題
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
、
歴
史
的
に
経
験
の
な
い
新
た
な
問
題
へ
の

直
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
社
会
的
に
は
「
神
仏
分
離
に
端
を
発
す
る
廃
仏
毀
釈
運
動
」
と
「
僧
侶
の
肉

食
妻
帯
、
蓄
髪
勝
手
た
ら
し
め
る
」
太
政
官
令
の
発
布
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教

的
に
は
「
破
訴
・
防
禦
」
的
態
度
で
キ
リ
ス
ト
教
に
対
峙
す
べ
き
姿
勢
の
強
調
で
あ

る
。
そ
の
政
策
的
影
響
と
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
「
増
上
寺
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
を

台
徳
院
殿
霊
屋
に
遷
座
し
、
皇
祖
天
照
大
神
を
大
殿
に
安
置
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　

経
過
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
三
段
階
は
、
ロ
ゴ
ス
的
整
然
性
で
歩
ん
で
き
た

道
に
カ
オ
ス
的
混
沌
性
が
突
如
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
対
応
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
事
態
は
内
・
外
と
も
に
克
服
す
べ
き
浄
土
宗
の
課
題
で
あ
り
、
ま

さ
に
〝
近
代
〟
へ
と
進
み
入
る
た
め
の
陣
痛
で
あ
り
、
第
一
か
ら
第
二
へ
の
蠕
動
を

土
台
と
し
て
第
三
の
混
沌
の
中
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
べ
き
何
か
が
期
待
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
言
わ
ば
、
時
機
相
応
の
教
行
に
立
つ
ゆ
え
に
、
宗
祖
の
伝
統
的
教
行
の
何

が
変
わ
ら
ざ
る
真
理
と
し
て
発
揚
さ
れ
る
べ
き
か
。
浄
土
宗
の
歴
史
の
中
で
近
代
と

い
う
波
浪
の
只
中
に
置
か
れ
た
念
仏
者
の
一
人
が
山
﨑
辨
榮（
安
政
六
〈
一
八
五
九
〉

―
大
正
九
〈
一
九
二
〇
〉（
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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関
通
や
徳
本
の
念
仏
が
注
目
さ
れ
大
日
比
三
師
の
教
誡
や
念
仏
教
化
が
世
間
に
伝

え
ら
れ
る
頃
の
安
政
六
〈
一
八
五
九
〉
に
山
﨑
辨
榮
は
誕
生
し
、
右
記
の
第
三
期
の

頃
に
は
念
仏
求
道
の
縁
を
得
て
浄
土
宗
の
伝
統
的
修
学
に
専
一
す
る
生
活
で
あ
っ
た
。

　

次
の
よ
う
な
事
柄
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
に
は

「
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
、
蓄
髪
勝
手
た
ら
し
め
る
」
太
政
官
令
の
発
布
、
宗
教
的
に
は

「
破
訴
・
防
禦
」
的
態
度
で
キ
リ
ス
ト
教
に
対
峙
す
べ
き
姿
勢
や
、「
増
上
寺
本
尊
阿

弥
陀
如
来
像
を
台
徳
院
殿
霊
屋
に
遷
座
し
、
皇
祖
大
照
大
神
を
大
殿
に
安
置
」
と
い

う
事
態
を
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
二
二
歳
の
辨
榮
は
「
大
教
院
は
宗
侶
に
『
釈
教
正

謬
初
破
再
破
』、『
闡
邪
管
見
録
』、『
科
註
原
人
論
講
義
』
の
熟
読
を
す
す
め
」
た
こ

と
も
修
学
の
途
上
で
取
り
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
二
九
歳
の
時
の
「
増
上

寺
福
田
行
誡
が
『
奇
日
新
報
』
に
お
い
て
、
僧
侶
は
内
典
に
加
え
て
洋
学
を
学
習
す

べ
き
こ
と
を
力
説
す
る
」
こ
と
を
も
知
り
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
若
き
辨

榮
の
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
の
社
会
的
・
宗
教
的
な
具
体
的
環
境
が
有
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。

　

い
か
な
る
宗
教
も
社
会
的
・
思
想
的
環
境
の
な
か
で
具
体
的
な
役
割
を
発
揮
す
る
。

言
う
と
こ
ろ
の
具
体
性
が
孕
む
現
実
に
積
極
的
に
出
会
い
切
り
込
む
時
に
、
具
体
的

宗
教
の
役
割
が
覗
き
出
る
。
若
き
辨
榮
の
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
が
伝
統
的
に

醸
成
し
蓄
え
た
精
神
性
が
、
欧
米
を
主
流
と
す
る
文
化
・
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
、
右
に
紹
介
し
た
よ
う
な
相
克
を
体
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

言
え
る
。
宗
教
と
い
う
場
面
で
端
的
に
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
神
仏
習
合
の
宗
教
観

に
お
け
る
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
及
び
西
欧
思
想
と
共
存
す
べ
き
試
練
を
通
し
て
、

〝
諸
宗
教
・
諸
文
化
・
諸
思
想
〟
と
表
現
す
べ
き
地
平
に
於
い
て
話
題
と
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
一
な
る
も
の
と
し
て
の
観
点
で
は
な
く
、
諸
宗
教
の
中
に
お

け
る
仏
教
な
か
ん
ず
く
宗
祖
法
然
理
解
が
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ

の
時
代
趨
勢
は
日
本
の
近
代
化
の
特
徴
と
し
て
加
速
度
的
に
蠕
動
し
て
い
く
現
象
を

有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
波
動
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
辨
榮
の
仏
教
観
な
か
ん
ず

く
宗
祖
観
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　

二
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
へ
至
る
辨
榮
の
歴
程
・
私
見

　

山
﨑
辨
榮
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
田
中
木
叉
『
日
本
の
光
〈
辨
榮
上
人

伝
〉』（
一
九
三
六
年
（、
藤
堂
恭
俊
『
辨
榮
聖
者
』（
一
九
五
九
年
（、
山
本
空
外
『
辨

榮
上
人
書
簡
集
』（
一
九
六
九
年
（が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
念
仏
信
仰
集

団
で
あ
る
光
明
修
養
会
発
行
で
あ
り
一
般
読
者
の
目
に
留
ま
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
二
年
に
講
談
社
『
浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
一
四
巻
で
河
波
昌
著
「
山

崎
辨
榮
―
光
明
主
義
の
聖
者
」
が
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
八
年
に
岩
波
文
庫
で

山
崎
辨
榮
著
『
人
生
の
帰
趣
』
が
出
版
さ
れ
て
、
没
後
百
年
に
し
て
一
般
読
者
界
に

認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
岩
波
文
庫
本
の
巻
末
五
〇
五
頁
か
ら
五
一
四
頁
に
わ
た
っ

て
詳
し
い
「
年
譜
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
述
に
沿
っ
て
出
家
後
の
辨

榮
の
求
道
と
修
学
か
ら
『
宗
祖
の
皮
髓
』
へ
の
歴
程
を
私
見
し
て
お
き
た
い
。

１
─
①

　

山
﨑
家
の
菩
提
寺
医
王
寺
で
幼
児
期
か
ら
仏
書
に
親
し
み
出
家
を
願
望
し
た
啓
之

助
は
、
二
一
歳
で
関
東
十
八
壇
林
の
一
つ
で
あ
る
松
戸
小
金
の
東
漸
寺
大
谷
大
康
の

も
と
で
得
度
し
辨
榮
と
改
名
し
、『
事
事
無
碍
法
界
』
や
『
天
台
四
教
義
』
そ
し
て

『
法
華
三
大
部
』
の
講
義
を
受
け
学
修
し
た
。
翌
年
に
は
東
京
で
伝
通
院
大
谷
了
胤

か
ら
『
往
生
論
註
』『
唯
識
論
述
記
』『
倶
舎
論
』
等
の
講
義
、
そ
し
て
卍
山
実
弁
か
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ら
『
原
人
論
』『
紀
信
論
』
ま
た
『
華
厳
五
経
章
』
の
講
義
を
受
け
学
修
し
た
。
大

谷
了
胤
は
増
上
寺
の
学
頭
を
勤
め
ロ
シ
ア
正
教
の
ニ
コ
ラ
イ
神
父
に
仏
教
を
講
義
し

た
碩
学
、
卍
山
実
弁
は
天
台
宗
の
碩
学
で
あ
り
、
両
碩
学
の
も
と
で
辨
榮
は
中
国
仏

教
の
精
要
を
伝
授
さ
れ
た
。
特
に
辨
榮
が
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
に

仏
教
を
教
授
す
る
了
胤
や
宗
侶
に
熟
読
が
勧
め
ら
れ
て
い
た
『
原
人
論
』
講
義
の
機

会
を
得
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
キ
リ
ス
ト
教
が
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
東
欧
へ
伝
播
し
ロ
シ
ア
国
教
と
な
っ
た
ロ

シ
ア
正
教
が
日
本
に
宣
教
し
、
ニ
コ
ラ
イ
と
接
触
の
あ
っ
た
了
胤
を
通
し
て
の
仏
典

思
想
の
伝
授
が
辨
榮
に
与
え
た
影
響
、
第
二
に
卍
山
実
弁
に
よ
っ
て
天
台
仏
教
を
中

心
と
す
る
中
国
仏
教
の
精
髄
に
加
え
て
当
時
の
浄
土
宗
が
熟
読
を
奨
め
た
『
原
人

論
』
を
講
義
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
機
縁
は
若
き
仏
道
求
道
者
辨
榮
に
決
定
的

な
信
仰
的
土
壌
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
頃
の
仏
教
界
は
キ
リ
ス
ト
教
宣

教
の
波
及
と
大
教
院
の
動
き
と
に
対
応
す
べ
く
状
況
が
有
り
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う

に
浄
土
宗
に
於
い
て
も
多
様
な
問
題
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
教

求
道
に
励
む
辨
榮
は
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
醸
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

１
─
②

　

伝
記
に
よ
る
と
、
二
四
歳
夏
に
東
京
か
ら
医
王
寺
に
帰
っ
て
三
週
間
の
断
食
修
行

の
中
で
念
仏
三
昧
の
日
々
を
過
ご
す
。
そ
れ
は
、
増
上
寺
や
伝
通
院
で
学
修
し
た
仏

教
の
思
想
を
自
ら
断
食
・
念
仏
三
昧
修
行
の
実
地
体
験
に
よ
っ
て
主
体
的
に
検
証
し

理
解
す
る
た
め
の
行
動
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
実
地
体
験
に
よ
っ
て
辨
榮
を
突
き

動
か
し
た
の
が
、
筑
波
山
に
独
り
入
山
し
て
二
か
月
の
念
仏
体
験
で
あ
る
と
言
え
る

が
、
こ
の
筑
波
山
独
修
を
伝
記
類
は
大
き
く
注
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
行
の
結

果
、
念
仏
三
昧
発
得
し
「
弥
陀
身
心
遍
法
界　

衆
生
念
仏
還
仏
念　

一
心
専
念
能
所

亡　

果
満
覚
王
独
了
了
」
と
発
偈
し
た
と
い
う
。
こ
の
発
偈
が
語
り
出
す
内
相
が
、

二
四
歳
の
辨
榮
の
念
仏
三
昧
の
真
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
三
昧
発
得
体
験

の
聖
感
冷
め
や
ら
ぬ
十
一
月
に
辨
榮
は
東
暫
寺
大
谷
大
康
よ
り
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て

の
伝
統
相
承
で
あ
る
宗
脈
戒
脈
の
両
脈
を
授
受
し
て
い
る
（
（1
（

。
辨
榮
の
心
相
に
お
い
て

二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　

一
つ
は
念
仏
三
昧
の
た
め
の
念
仏
実
地
体
験
が
筑
波
山
で
の
断
食
念
仏
行
を
誘
い

「
弥
陀
心
身
遍
法
界
・
・
・
・
」
の
聖
感
を
発
露
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
。
二

つ
に
は
こ
の
念
仏
三
昧
実
地
体
験
ゆ
え
に
法
然
上
人
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
宗
伝
統
の

宗
脈
戒
脈
の
授
受
へ
の
確
た
る
発
心
決
定
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
ポ

イ
ン
ト
は
、
辨
榮
自
身
念
仏
に
縁
が
有
り
求
め
獲
得
し
た
念
仏
三
昧
の
真
実
を
検
証

し
さ
ら
に
味
わ
う
と
い
う
「
念
仏
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
任
せ
切
る
ス
テ
ッ
プ
で
あ

る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
他
と
も
に
法
然
上
人
の
念
仏
の
も
と
に

自
ら
の
「
念
仏
す
る
」
こ
と
を
方
軌
づ
け
て
い
く
と
い
う
決
定
心
で
あ
る
。
こ
の
理

解
は
、
辨
榮
は
ど
こ
ま
で
も
浄
土
宗
祖
法
然
上
人
の
「
念
仏
す
る
」
こ
と
に
身
を
託

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
宗
祖

観
」
へ
と
脈
絡
す
る
水
脈
が
看
取
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。

２
─
①

　
「
①
弥
陀
の
身
心
は
法
界
に
遍
く
、
②
衆
生
仏
を
念
ず
れ
ば
仏
も
還
た
念
じ
た
ま

う
、
③
一
心
専
念
す
れ
ば
能
所
亡
じ
、
④
果
満
覚
王
独
り
了
了
た
り
」
の
発
偈
は
、

辨
榮
そ
の
人
の
念
仏
三
昧
底
か
ら
湧
き
出
た
言
辞
で
あ
り
、
念
仏
三
昧
境
涯
の
発
露

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
言
辞
に
は
特
質
が
見
ら
れ
る
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
①
の
句
は
善
導
『
往
生
礼
讃
偈
』
日
中
礼
讃
の
い
わ
ゆ
る
三
尊

礼
「
弥
陀
身
色
如
金
山　

相
好
光
明
照
十
方
」
を
、
②
と
③
の
句
は
同
じ
く
善
導
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『
観
経
疏
』
定
善
義
の
真
身
観
文
解
釈
で
「
衆
生
、
行
を
起
こ
し
て
、
口
常
に
仏
を

称
す
れ
ば
、
仏
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
聞
き
給
う
。
身
常
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、
仏
す

な
わ
ち
、
こ
れ
を
見
た
ま
う
。
心
常
に
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
知

り
た
ま
う
。
衆
生
、
仏
を
憶
念
す
れ
ば
、
仏
ま
た
、
衆
生
を
憶
念
し
た
ま
う
。
彼
此

の
三
業
相
い
捨
離
せ
ず
。
故
に
親
縁
と
名
づ
く
（
（（
（

。」
を
、
そ
し
て
④
の
句
は
『
大
乗

本
生
心
地
観
経
』
に
依
処
す
る
『
敬
礼
偈
』
す
な
わ
ち
「
敬
礼
天
人
大
覚
尊　

恒
沙

福
智
皆
円
満　

因
円
果
満
成
正
覚　

住
寿
凝
念
無
去
来
（
（1
（

」
と
二
祖
辨
長
著
『
末
代
念

仏
授
手
印
』
序
の
「
念
仏
と
は
、
昔
の
法
蔵
菩
薩
の
大
悲
誓
願
の
筏
、
今
の
弥
陀
覚

王
の
広
度
衆
生
の
船
（
（1
（

」
を
連
想
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

言
う
と
こ
ろ
の
辨
榮
の
筑
波
山
で
の
念
仏
三
昧
発
得
の
境
涯
を
右
の
発
偈
に
も
と

づ
い
て
私
考
す
れ
ば
、
①
は
「（
弥
陀
の
（光
明
遍
照
十
方
世
界
」
内
存
在
の
自
己
で

あ
り
、
④
は
念
仏
体
験
中
に
「
今
の
弥
陀
覚
王
」
に
了
々
と
ま
み
え
た
と
い
う
で
あ

り
、
①
か
ら
④
へ
の
重
層
に
③
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
概
し
て

言
え
ば
、
①
と
④
と
は
状
況
の
主
体
的
説
明
で
あ
る
が
、
②
と
③
は
信
仰
的
現
実
の

状
況
的
動
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
衆
生
念
仏
還
仏
念　

一
心
専
念
能
所
亡
」
と

は
い
か
な
る
意
味
で
信
仰
的
現
実
の
動
態
な
の
か
。

２
─
②

　

辨
榮
の
断
食
念
仏
三
昧
が
も
た
ら
し
た
宗
教
的
現
実
は
、
念
仏
す
る
そ
の
身
に
味

あ
わ
れ
る
「
仏
と
の
身
口
意
の
働
き
の
呼
応
」
で
あ
り
「
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
す
る
自

己
の
三
業（
身
口
意
（と
が
相
互
に
捨
て
離
れ
な
い
」
と
い
う
力
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
っ
て
遍
く
世
界
を
照
ら
さ
れ
る
現
況
の
開

き
示
し
で
あ
り
、
こ
の
現
況
を
も
た
ら
す
動
態
が
信
仰
的
現
実
を
獲
得
す
る
の
は
法

蔵
菩
薩
の
因
位
に
お
け
る
誓
願
が
円
満
に
結
果
し
た
報
身
阿
弥
陀
仏
の
了
了
た
る
姿

相
に
ま
み
え
る
こ
と（
見
仏
（な
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
信
仰
的
現
実
体
験
の
〝
こ
と
ば
〟（
偈
（は
、
あ
る
意
味
で
は
、
二
十

四
歳
に
至
る
ま
で
の
辨
榮
が
体
験
し
た
時
代
環
境
と
学
修
に
よ
る
天
台
及
び
中
国
仏

教
祖
師
の
論
を
導
き
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
特
に
善
導
が
『
観
経
疏
』

散
善
義
の
深
心
釈
で
往
生
浄
土
の
正
し
く
定
ま
る
行（
正
定
之
行
（の
根
拠
を
「
一
心

に
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
念
念
に
捨
て
ざ
る
も

の
、
是
を
正
定
づ
く
。
彼
の
仏
の
本
願
に
順
じ
る
が
故
に
」
と
し
た
三
十
四
文
字
に

示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
学
修
を
念
仏
三
昧
に
集
中
し
て
自
ら
の
全
存
在
を
託
し
た
辨
榮
に
と

っ
て
は
、
法
然
上
人
の
浄
土
立
教
開
宗
の
発
意
が
善
導
の
こ
の
「
一
心
専
念
弥
陀
名

号
・
・
・
」
に
あ
る
こ
と
へ
と
熱
く
注
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
善
導
に
よ
る
示
唆
を

現
実
に
立
教
開
宗
の
根
拠
と
す
る
法
然
上
人
へ
の
依
慿
心
を
魂
に
蓄
え
て
、
こ
の
年

の
十
一
月
に
東
漸
寺
大
谷
大
康
を
師
と
し
て
法
然
上
人
の
浄
土
宗
の
伝
統
両
脈
相
承

を
授
受
体
得
し
た
。

３
─
①

　

二
五
歳
か
ら
三
三
歳
に
か
け
て
の
辨
榮
は
黄
檗
版
一
切
経
七
三
三
四
巻
の
閲
読
読

了
し
、
一
方
で
百
日
間
の
報
恩
別
時
専
修
に
励
み
、
加
え
て
師
匠
大
康
の
遺
志
を
継

い
で
松
戸
五
香
に
善
光
寺
を
落
慶
開
山
し
て
い
る
。
以
後
は
巡
教
の
機
会
を
多
く
持

ち
、
注
目
す
べ
き
は
三
五
歳
ご
ろ
か
ら
イ
ン
ド
仏
跡
参
拝
を
発
願
し
翌
年
に
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
・
鹿
野
園
・
祇
園
精
舎
な
ど
を
参
拝
し
帰
国
の
あ
と
も
、
念
仏
専
修
の
な
か
に

巡
教
や
『
訓
読
阿
弥
陀
経
絵
図
』
を
作
成
し
絵
解
き
説
法
に
加
え
た
り
し
て
布
教
教

化
の
旅
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
四
二
歳
の
巡
教
中
に
肺
炎
を
患
い
初
冬
ま
で
静
養
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
折
に
辨
榮
は
、
鎌
倉
で
静
養
中
に
同
じ
く
静
養
の
身
で
あ
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山
﨑
辨
榮
の
宗
祖
観

っ
た
浄
土
教
報
主
筆
の
原
青
民
と
法
談
し
た
こ
と
、
冬
に
五
香
善
光
寺
に
て
「
棺
を

用
意
さ
せ
、
そ
の
中
に
端
坐
し
て
三
十
日
に
及
ぶ
念
仏
三
昧
の
修
行
」
を
し
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

二
五
歳
か
ら
四
二
歳
の
間
の
辨
榮
は
、
比
叡
山
を
降
り
て
嵯
峨
清
凉
寺
参
拝
し
南

都
学
匠
を
訪
ね
た
あ
と
で
黒
谷
報
恩
蔵
に
籠
り
大
蔵
経
を
数
回
読
破
し
た
法
然
上
人

の
真
似
を
す
る（
学
ぶ
（如
く
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
イ
ン
ド
仏
跡
参
拝
体
験
に
よ
っ

て
釈
尊
へ
へ
の
思
い
を
臨
場
的
に
深
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
浄
土
教
報
主
筆
の
原
青
民

と
法
談
も
た
ら
し
た
こ
と
と
「
棺
を
用
意
さ
せ
、
そ
の
中
に
端
坐
し
て
三
十
日
に
及

ぶ
念
仏
三
昧
の
修
行
」
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
体
験
の
心
奥
に
注
目
す
る
必
要
が
有

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
体
験
の
後
で
の
辨
榮
に
は
極
め
て
積
極
的
な
伝
道

の
な
か
で
自
ら
体
験
す
る
宗
教
的
現
実
を
言
葉
化
し
て
い
く
姿
が
捉
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

３
─
②

　

四
三
歳
か
ら
五
四
歳
に
至
る
間
の
辨
榮
は
、
巡
教
の
中
で
『
往
生
論
註
』
を
講
義

し
た
り
、『
無
量
寿
経
』
の
光
明
歎
徳
章
に
関
し
て
『
無
量
寿
尊
光
明
歎
徳
文
及
要

解
』
を
発
行
し
た
り
、
後
の
『
礼
拝
儀
』
の
原
型
と
も
み
な
さ
れ
る
『
礼
拝
文
』
を

発
表
し
、『
佛
教
要
理
問
答
』
の
付
録
に
「
如
来
十
二
光
和
偈
」
を
付
し
て
出
版
し

た
り
、
ま
た
、
念
珠
の
玉
一
つ
一
つ
に
三
身（
法
・
報
・
応
（、
三
心（
信
・
愛
・
欲
（、

四
徳（
一
切
知
・
一
切
能
・
智
慧
・
慈
悲
（、
十
二
光（
無
量
光
・
無
辺
光
・
無
碍

光
・
無
対
光
・
炎
王
光
・
清
浄
光
・
歓
喜
光
・
智
慧
光
・
不
断
光
・
難
思
光
・
無
称

光
・
超
日
月
光
（を
意
味
づ
け
し
た
一
連
数
珠
を
考
案
し
て
い
る
（
（1
（

。

　

こ
の
こ
ろ
に
『
無
量
寿
経
』
光
明
歎
徳
章
の
要
義
解
釈
を
重
視
し
、
如
来
の
十
二

光
明
を
極
め
て
力
動
的
信
仰
の
働
き
と
し
て
捉
え
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
光
明
歎

徳
章
」
の
説
示
を
念
仏
体
験
の
動
態
に
お
い
て
如
実
に
解
き
ほ
ぐ
す
辨
榮
の
手
法
が

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
十
二
光
を
め
ぐ
っ
て
は
新
羅
の
憬
興
『
無
量
寿
経
連

誦
義
述
文
賛
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
源
信
『
往
生
要
集
』
で
も
扱
わ
れ
、
法
然
上
人

は
『
逆
修
説
法
』
で
特
に
「
清
浄
光
・
歓
喜
光
・
智
慧
光
」
を
詳
説
し
て
い
る
（
（1
（

。
辨

榮
は
極
め
て
独
創
的
に
体
系
づ
け
て
十
二
光
明
を
解
き
明
か
す
。
そ
こ
に
は
辨
榮
の

念
仏
三
昧
体
験
か
ら
捉
え
ら
れ
る
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
世
界
が
あ
る
。
そ
の

「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
の
十
二
光
明
を
数
珠
玉
に
意
味
づ
け
し
て
念
珠
の
有
用
性

を
念
仏
と
共
に
生
き
る
こ
と
へ
と
教
化
し
て
い
る
。『
無
量
寿
経
』
如
来
光
明
歎
徳

章
を
根
拠
と
し
て
辨
榮
独
自
の
十
二
光
明
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　

辨
榮
の
巡
教
教
化
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
念
仏
弘
通
の
手
立
て
を
考
案
し
な
が

ら
各
地
に
信
者
を
増
や
し
、
念
仏
専
修
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
生
き
方
の
導
き
が
積

も
る
雪
の
如
く
敷
衍
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
第
に
同
信
の
輪
が
形
成
さ
れ
、

五
七
歳
で
「
光
明
会
礼
拝
式
」
を
世
に
問
い
、
翌
年
に
改
定
し
た
『
如
来
光
明
礼
拝

儀
』
を
発
行
し
た
が
、
こ
の
著
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
念
仏
に
任
せ
切
る
磁
場
に
結
晶

の
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
完
成
し
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
辨
榮
の
説

教
記
録
は
多
い
が
、
直
接
に
執
筆
点
検
し
た
著
作
は
『
如
来
光
明
礼
拝
儀
』
と
『
宗

祖
の
皮
髓
』
の
み
で
あ
る
。

三
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
の
周
辺
・
点
描

　

近
現
代
に
お
い
て
、
辨
榮
ほ
ど
日
本
各
地
に
伝
道
の
旅
を
続
け
生
涯
を
送
っ
た
浄

土
宗
の
説
教
・
布
教
師
は
稀
有
で
あ
る
。
説
教
・
布
教
の
記
録
は
、
多
く
の
場
合
に

聴
聞
者
の
手
に
よ
る
聞
き
書
き
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
辨
榮
の
場
合

に
も
例
外
で
は
な
く
本
人
の
執
筆
に
な
る
直
接
資
料
へ
の
関
心
よ
り
も
念
仏
信
仰
の
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現
場
に
お
け
る
〝
こ
と
ば
〟
の
体
験
的
味
わ
い
が
先
行
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

辨
榮
の
場
合
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
『
十
二
光
体
系
』
や
そ
の
他
多
数
の
印
刷
刊
行

本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば
聴
聞
者
の
主
観
が
払
拭
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
点
で
辨
榮
の
注
目
す
べ
き
思
想
と
行
状
と
は
、
時
間
の
経
過
と
共
に
客

観
的
な
学
問
の
対
象
と
な
る
よ
り
も
、
辨
榮
の
同
時
代
の
聴
聞
者
の
レ
ン
ズ
を
通
し

た
記
録
と
し
て
残
さ
れ
る
と
言
う
事
情
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
辨
榮
の
同
時
代
の
聴

聞
者
の
レ
ン
ズ
」
に
投
影
さ
れ
た
主
観
的
な
あ
ま
り
に
主
観
的
な
体
験
・
思
想
・
価

値
観
に
左
右
さ
れ
る
辨
榮
像
し
か
映
し
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
辨
榮
思
想

が
主
観
的
判
断
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
客
観
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
議
論
が
不

毛
に
陥
っ
た
り
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
真
の
辨
榮
像
、
真
の
辨
榮
念
仏

思
想
へ
の
手
立
て
を
探
る
努
力
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
我
わ
れ
は
注
意
を
払

う
必
要
が
あ
る
。

　

辨
榮
滅
後
五
〇
年
を
経
て
、
一
九
六
九（
昭
和
四
四
（年
に
、
辨
榮
の
書
簡
を
収
集

し
解
読
し
時
間
系
列
で
整
理
し
た
山
本
空
外
『
辨
栄
上
人
書
簡
集
』
が
光
明
修
養
会

か
ら
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
集
に
は
明
治
三
七（
一
九
〇
四
（年
か
ら
大
正
九（
一
九
二
〇
（

年
十
一
月
十
二
日
付
に
至
る
間
の
辨
榮
を
差
出
人
と
す
る
郵
便
書
簡
を
実
地
に
読
解

し
た
二
五
三
通
が
受
取
人
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
の
刊
行
に
よ
っ
て

書
簡
を
導
き
に
し
て
客
観
的
資
料
的
に
辨
榮
の
行
状
と
思
想
と
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
た
が
っ
て
辨
榮
自
身
が
直
接
に
点
検
し
た
『
如
来
光
明
礼
拝
儀
』
と
『
宗

祖
の
皮
髓
』
に
加
え
て
『
辨
栄
上
人
書
簡
集
』
と
が
史
料
的
客
観
性
を
伴
う
根
拠
を

持
つ
と
言
い
得
る
。『
辨
栄
上
人
書
簡
集
』
に
沿
っ
て
辨
榮
の
行
状
の
中
か
ら
法
然

上
人
の
こ
と
と
『
宗
祖
の
皮
髓
』
講
演
と
刊
行
の
こ
と
等
を
追
跡
し
て
お
く
。

１
─
①

　

四
七
歳（
明
治
三
八
年
（か
ら
五
〇
歳（
明
治
四
一
年
（頃
の
書
簡
で
は
、
二
首
の
宗
祖

御
詠
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
「
あ
み
だ
仏
に
染
む
る
心
の
色
に
い
で
ば
秋
の
梢
の
た
ぐ
い
な
ら
ま
し
」

が
多
見
さ
れ
る
。

こ
の
御
詠
の
こ
こ
ろ
を
案
ず
る
に
、
元
祖
大
師
と
て
い
ま
だ
念
仏
に
深
き
染
ま

ぬ
若
き
昔
は
平
凡
の
人
の
如
く
に
、（
略
（そ
れ
で
も
十
八
の
時
よ
り
四
十
三
ま

で
は
比
え
い
山
の
奥
に
こ
も
り
て
、
一
切
経
を
始
め
和
漢
の
書
籍
に
眼
を
さ
ら

し
、
経
を
し
ら
べ
祖
釈
を
研
究
し
、
其
様
な
こ
と
に
の
み
専
心
に
屈
た
く
し
て
、

ま
た
世
間
か
ら
見
た
な
ら
ば
立
派
か
は
し
ら
ね
ど
、
実
際
の
修
行
の
方
面
よ
り

見
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
青
く
な
ま
め
か
し
た
る
こ
こ
ろ
の
す
が
た
に
て
ぞ
有
。
四

十
三
よ
り
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
ね
て
も
さ
め
て
も
ね
て
も
さ
め
て
も
弥
陀
よ

り
外
に
お
も
う
こ
と
な
く
い
う
こ
と
な
し
。
年
久
し
く
功
つ
も
り
、
今
は
弥
陀

の
聖
旨
の
真
と
善
と
美
と
に
染
こ
み
し
こ
の
こ
こ
ろ
は
、、
め
に
も
見
え
た
な

ら
ば
実
に
秋
の
紅
葉
に
た
く
ら
ぶ
べ
し
。

　

其
あ
み
だ
ほ
と
け
の
聖
旨
に
染
み
し
こ
こ
ろ
の
奥
は
う
れ
し
い
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
は
た
か
た
じ
け
な
い
と
か
尊
い
と
い
お
う
か
、
何
と
い
う
て
其
心
の

色
を
名
づ
け
ま
し
ょ
う
。
秋
く
れ
ば
た
つ
た
の
も
み
じ
許
り
で
は
有
り
ま
せ
ぬ
。

人
し
ら
ぬ
奥
山
の
紅
葉
も
い
ろ
づ
く
こ
と
は
同
じ
こ
と
な
れ
ば
、
私
ど
も
と
て

常
に
念
ず
る
心
は
い
つ
し
か
難
有
と
い
お
う
か
、
う
れ
し
い
と
い
お
う
か
、
心

の
奥
に
染
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
（
（1
（

。

ま
た
、
こ
の
御
詠
に
関
し
て

一
心
に
念
仏
し
て
心
々
弥
陀
に
相
応
し
念
々
如
来
と
融
合
し
、
身
は
蝉
の
ぬ
け
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が
ら
の
如
く
な
り
て
こ
そ
、
念
仏
三
昧
と
い
う
な
ら
め
。
須
ら
く
宗
祖
を
学
び

大
師
を
習
う
べ
し
（
（1
（

。

と
受
け
と
め
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
、

法
然
上
人
淨
業
功
つ
も
り
修
養
年
久
し
、
弥
陀
の
聖
霊
に
同
化
し
、
従
来
の
人

間
的
青
色
の
心
は
一
転
し
、
如
来
の
神
聖
的
化
し
た
る
内
容
に
し
て
、
も
し
も

い
ろ
に
も
見
ゆ
る
な
ら
ば
、
秋
の
紅
葉
の
た
ぐ
い
な
ら
め
と
の
意
な
る
か
（
（1
（

。

　

右
の
よ
う
な
理
解
に
は
「
念
仏
す
る
」
体
験
を
離
れ
な
い
宗
祖
法
然
上
人
ゆ
え
に

私
た
ち
も
「
須
ら
く
宗
祖
を
学
び
大
師
を
習
う
べ
し
」
と
す
る
宗
祖
観
が
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
、「
一
心
に
念
仏
し
て
心
々
弥
陀
に
相
応
し
念
々
如
来
と
融
合
し
、
身
は

蝉
の
ぬ
け
が
ら
の
如
く
な
」
る
こ
と
、「
こ
こ
ろ
の
奥
は
う
れ
し
い
」
で
あ
り
、「
如

来
の
神
聖
的
化
し
た
る
内
容
」
と
し
て
、
辨
榮
が
用
い
る
「
念
仏
三
昧
」
の
用
語
が

定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

１
─
②

　

も
う
一
つ
は
「
い
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
死
な
ば
浄
土
に
ま
い
り
な
ん
、
と
て

も
角
て
も
此
身
に
は
お
も
い
わ
ず
ら
う
こ
と
ぞ
な
き
」
の
御
詠
で
あ
る
。

此
御
法
語
の
意
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
お
も
い
候
。
斯
く
安
心
さ
だ
め
て
居
候

に
は
、
此
世
に
な
が
ら
え
ば
な
が
ら
う
る
ほ
ど
、
念
仏
の
功
を
つ
み
徳
を
か
さ

ぬ
。
此
世
に
於
い
て
一
日
一
夜
の
つ
と
め
は
、
浄
土
に
て
百
年
の
善
を
な
す
に

勝
た
り
と
。
し
か
る
に
若
し
露
の
命
の
終
わ
り
な
ば
、
善
を
き
わ
め
美
を
つ
く

し
た
る
大
乗
善
根
界
に
七
宝
蓮
華
の
上
に
生
ま
れ
、
弥
陀
大
王
万
徳
円
満
の
相

好
を
噡
仰
し
、
微
妙
の
法
を
聞
、
無
生
法
忍
を
さ
と
り
、
観
音
勢
至
そ
の
外
も

ろ
も
ろ
の
大
ぼ
さ
つ
衆
を
朋
良
と
し
、
三
十
二
相
荘
厳
の
身
は
光
り
、
秋
の
皎

月
よ
り
も
潔
く
、
三
明
六
通
ま
ど
か
に
し
て
、
居
な
が
ら
に
十
方
法
界
を
見
聞

覚
知
し
、
上
は
十
方
の
諸
仏
に
奉
供
し
、
ま
た
法
を
受
け
無
上
の
さ
と
り
を
得
、

下
は
十
方
無
辺
の
衆
生
を
お
も
い
が
ま
ま
に
済
度
す
る
こ
と
を
得
、
十
地
の
願

行
お
の
ず
か
ら
彰
れ
、
終
に
無
上
仏
果
を
得
る
身
と
な
る
べ
き
浄
土
に
往
生
し

ぬ
る
身
と
な
り
て
は
、
と
て
も
角
て
も
此
身
に
は
お
も
い
わ
ず
ら
う
こ
と
ぞ
な

き
と
な
り
（
（1
（

。

と
解
き
ほ
ぐ
す
。

　

こ
の
御
詠
を
語
る
法
然
上
人
の
心
を
、
辨
榮
は
先
ず
「
斯
く
安
心
さ
だ
め
て
居
候

に
は
、
此
世
に
な
が
ら
え
ば
な
が
ら
う
る
ほ
ど
、
念
仏
の
功
を
つ
み
徳
を
か
さ
ぬ
。」

と
捉
え
、「
若
し
露
の
命
の
終
わ
り
な
ば
、
善
を
き
わ
め
美
を
つ
く
し
た
る
大
乗
善

根
界
に
七
宝
蓮
華
の
上
に
生
ま
れ
」
て
、
浄
土
に
住
み
遊
ぶ
様
相
を
如
実
に
語
り
、

「
終
に
無
上
仏
果
を
得
る
身
と
な
る
べ
き
浄
土
に
往
生
し
ぬ
る
身
」
と
な
る
ゆ
え
に

「
此
身
に
は
お
も
い
わ
ず
ら
う
こ
と
ぞ
な
き
」
こ
と
を
ゆ
っ
た
り
と
説
き
示
す
。
こ

の
辨
榮
の
言
語
表
現
は
、
表
現
す
る
者
の
信
仰
的
現
実
体
験
す
な
わ
ち
念
仏
三
昧
の

境
涯
を
経
な
け
れ
ば
不
可
能
事
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

宗
祖
法
然
上
人
の
御
詠
を
こ
の
よ
う
に
受
容
し
理
解
す
る
辨
榮
の
姿
勢
は
、
辨
榮

と
ほ
ぼ
同
時
代
の
西
欧
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
二
十
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
客
観
的
真

理
の
理
法
を
追
及
す
る
〝
知
性
・
理
性
の
営
み
〟
が
怒
涛
の
如
く
押
し
寄
せ
る
風
潮

の
中
で
、
例
え
ば
Ｓ
．
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル（
一
八
一
三
～
一
八
五
五
（は
「
言
葉
の
生

ま
れ
故
郷
」
を
指
摘
し
Ｍ
．
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー（
一
八
八
四
～
一
九
六
七
（が
「
言
葉
は

存
在
の
家
で
あ
る
」
と
強
調
す
る
よ
う
に
、「
概
念
と
し
て
掴
み
取
ら
れ
た
説
明
で

は
な
く
て
、
主
体
が
掴
み
取
る
現
実
状
況
そ
の
も
の
こ
そ
が
信
仰
で
あ
り
実
践
で
あ

る
（
11
（

」
と
す
る
宗
教
体
験
の
実
存
的
現
実
把
握
の
問
題
を
想
起
さ
せ
る
。
宗
教
体
験
す

な
わ
ち
「
念
仏
す
る
」
こ
と
の
切
り
口
は
、
つ
ね
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
主
体
が
掴
み
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取
る
現
実
状
況
そ
の
も
の
」
を
〝
表
す
現
況
〟（
表
現
（
な
の
で
あ
る
。
辨
榮
の

〝
こ
と
ば
の
生
ま
れ
故
郷
〟
が
、「
念
仏
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

２
─
①

　

辨
榮
五
五
歳（
大
正
二
年
（の
六
月
に
「
筑
前
若
松
（
現
、
福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
（

善
念
寺
に
て
、「
宗
祖
の
皮
髓
」
と
題
し
法
然
上
人
の
道
詠
十
二
首
に
つ
い
て
講
義

を
行
う
」
と
あ
る
。
ま
た
、
五
七
歳（
大
正
四
年
（の
七
月
に
「
新
潟
教
区
教
学
講
習

会
の
講
師
に
招
聘
さ
れ
、「
宗
祖
の
皮
髓
」
と
題
し
、
柏
崎
浄
土
寺
に
て
講
演
を
行

う
（
1（
（

」
と
あ
り
、
法
然
上
人
の
道
詠
へ
の
注
目
が
「
宗
祖
の
皮
髓
」
へ
と
導
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
書
簡
に
よ
る
と
大
正
五
年
五
月
二
十
五
日
付
け
で
「
ま
た
十
五
日
過
三
十

日
迄
の
内
四
五
日
間
、
京
都
高
等
講
習
に
出
る
よ
う
昨
日
宗
務
所
よ
り
被
申
越
候
間
、

日
は
ま
だ
確
定
せ
ざ
れ
ど
も
、
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
年
の
五
月
三
十
一
日

付
け
で
「
六
月
十
五
日
よ
り
三
十
日
迄
の
内
、
京
都
知
恩
院
教
学
講
習
会
に
出
講
被

命
、
実
は
七
月
十
五
日
よ
り
と
思
い
込
ん
で
居
た
の
に
六
月
と
云
う
の
で
、
不
得
止

御
地
を
秋
に
延
引
す
る
こ
と
に
相
成
候
（
11
（

」
と
の
返
信
も
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
辨
榮
が
大
正
五
〈
一
九
一
六
〉
年
の
総
本
山
知
恩
院
で
の
教
学

高
等
講
習
会
に
お
け
る
講
説
「
宗
祖
の
皮
髓
」
を
講
義
す
る
に
関
し
て
、
辨
榮
自
身

の
法
然
上
人
へ
の
注
目
点
と
講
習
会
の
講
題
へ
の
経
過
な
ど
に
つ
い
て
書
簡
を
史
料

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
─
②

　

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
岩
波
文
庫
『
人
生
の
帰
趣
』
の
年
譜
に
よ
る
と
「
五
五

歳（
大
正
五
年
〈
一
九
一
六
〉（
に
新
潟
教
区
教
学
講
習
会（
長
岡
（で
「
人
生
の
帰
趣
」

を
講
演
し
、
六
月
に
「
知
恩
院
教
学
高
等
講
習
会
で
「
宗
祖
の
皮
髓
」
と
題
し
講
演
。

十
二
月
、
知
恩
院
の
要
請
で
こ
の
講
演
録
を
辨
榮
が
添
削
し
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
と

し
て
一
音
社
よ
り
出
版
さ
れ
る
。」
と
あ
る
。

　

こ
の
年
の
七
月
二
四
日
付
け
の
書
簡
で
は
「
宗
祖
の
皮
髓
と
云
講
題
に
て
四
日
に

亘
り
て
七
時
間
な
れ
ば
完
結
い
た
さ
ず
候
。
不
完
全
な
る
説
明
に
候
も
、
如
来
大
悲

の
加
護
に
依
り
，
同
胞
の
衆
が
惜
し
ま
ず
耳
を
供
養
し
て
戴
き
た
る
は
御
蔭
と
感
謝

候
。
講
習
会
発
起
員
及
び
本
山
事
務
員
其
他
有
志
の
請
に
よ
り
、
続
き
て
本
月
一
二

両
日
大
経
序
文
に
よ
り
淨
宗
の
真
髄
を
講
話
い
た
し
候
。
ま
た
殊
に
有
難
き
は
法
主

猊
下
に
は
大
に
賛
助
を
被
む
り
し
は
感
銘
の
外
無
之
候
。
三
四
の
両
日
猊
下
の
仰
に

よ
り
、
親
縁
の
図
を
認
め
な
ど
し
て
本
山
に
滞
留
候
（
11
（

。」
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
年
譜
と
書
簡
と
か
ら
、
知
恩
院
で
の
「
宗
祖
の
皮
髓
」
講
演
の
大
概

が
わ
か
る
。
特
に
辨
榮
自
身
が
「
不
完
全
な
る
説
明
に
候
も
、
如
来
大
悲
の
加
護
に

依
り
，
同
胞
の
衆
が
惜
し
ま
ず
耳
を
供
養
し
て
戴
き
た
る
は
御
蔭
と
感
謝
候
」
と
感

想
を
述
べ
、「
続
き
て
本
月
一
二
両
日
大
経
序
文
に
よ
り
淨
宗
の
真
髄
を
講
話
い
た

し
候
。
ま
た
殊
に
有
難
き
は
法
主
猊
下
に
は
大
に
賛
助
を
被
む
り
し
は
感
銘
の
外
無

之
候
」
と
語
り
、
加
え
て
「
殊
に
有
難
き
は
法
主
猊
下
に
は
大
に
賛
助
を
被
む
り
し

は
感
銘
の
外
無
之
候
」
の
思
い
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
辨
榮
の
「
宗

祖
の
皮
髓
」
講
演
が
も
た
ら
し
た
影
響
が
窺
わ
れ
る
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ

の
大
正
五
年
の
『
宗
祖
の
皮
髓
』
講
演
を
契
機
と
し
て
、
大
正
六
年
辨
榮
五
九
歳
か

ら
逝
去
す
る
大
正
九
年
十
二
月
六
二
歳
ま
で
毎
年
三
月
に
知
恩
院
勢
至
堂
に
て
計
五

回
の
別
時
念
仏
三
昧
会
を
指
導
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。



二
五

　
　
　
　
山
﨑
辨
榮
の
宗
祖
観

四
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
で
語
ら
れ
る
宗
祖
観
・
私
考

　
『
宗
祖
の
皮
髓
』
は
、
辨
榮
が
講
演
を
重
ね
点
検
構
成
し
た
講
述
著
書
で
あ
る
。

平
成
二
年
に
藤
堂
恭
俊
監
修
の
も
と
で
光
明
修
養
会
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
初

版
本
な
ど
の
校
訂
作
業
を
施
し
、
注
記
を
藤
堂
俊
英
、「『
宗
祖
の
皮
髓
』
の
成
立
」

に
つ
い
て
の
整
理
検
証
を
藤
堂
恭
俊
、「
草
稿
史
料
短
探
法
」
を
江
島
孝
導
が
担
当

し
、『
宗
祖
の
皮
髓
』
初
版
本
が
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
か

ら
、
本
書
の
書
誌
学
的
・
史
料
的
観
点
は
勿
論
の
こ
と
、
辨
榮
に
お
け
る
「
宗
祖
の

皮
髓
」
の
成
立
史
を
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
結
集
に
基
づ
い
て

『
辨
榮
講
述　

宗
祖
の
皮
髓
』
が
学
術
及
び
史
料
的
側
面
に
お
い
て
も
今
日
の
学
術

レ
ベ
ル
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

特
に
藤
堂
恭
俊
稿
「『
宗
祖
の
皮
髓
』
の
成
立
―
と
く
に
そ
の
外
相
を
中
心
と
し

て
―
」
に
お
い
て
「
と
く
に
出
講
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
講
義
の
内
容
と
上
梓
さ
れ
た

『
宗
祖
の
皮
髓
』
と
の
関
係
、
初
版
本
と
著
者
自
身
に
よ
る
訂
正
等
と
い
っ
た
外
相

と
も
い
う
べ
き
諸
問
題
」
に
つ
い
て
重
厚
な
考
察
が
見
ら
れ
る
。

１
．

謹
ん
で
お
も
ん
み
る
に
、
わ
れ
ら
何
の
幸
い
に
か
宗
祖
の
ご
と
き
霊
的
人
格
を

備
え
た
ま
え
る
大
偉
人
の
末
裔
と
し
て
聖
き
血
脈
を
相
承
し
、
清
き
吉
水
の
流

れ
を
汲
む
こ
と
を
得
た
る
。
わ
れ
ら
は
宗
祖
の
聖
き
生
命
、
霊
的
人
格
を
欣
慕

し
て
止
ま
ず
。

と
、
浄
土
宗
の
血
脈
相
承
し
た
者
で
あ
る
ゆ
え
に
「
宗
祖
の
聖
き
生
命
、
霊
的
人
格

を
欣
慕
」
し
て
止
ま
な
い
は
ず
で
あ
る
と
言
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、

宗
祖
の
霊
的
人
格
の
内
容
実
質
は
い
か
な
る
要
素
を
も
っ
て
形
成
な
さ
れ
し
か
。

い
か
に
安
心
を
立
て
、
い
か
に
起
行
し
て
、
か
か
る
霊
的
人
格
に
倣
い
得
ら
る

る
か
。

と
、
積
極
的
に
「
霊
的
人
格
の
内
容
」
を
解
明
し
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問

い
は
浄
土
宗
僧
侶
が
宗
祖
法
然
上
人
に
主
体
的
実
践
的
に
直
参
す
べ
き
こ
と
を
表
明

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
脚
下
を
照
ら
し
顧
み
れ
ば
、

宗
祖
の
後
裔
と
し
て
血
脈
を
伝
承
せ
る
わ
れ
ら
の
日
常
は
、
宗
祖
に
禀
け
た
る

霊
的
生
命
と
し
て
生
活
せ
ざ
れ
ば
何
の
面
目
か
あ
ら
ん
。
宗
祖
の
霊
的
内
容
の

豊
富
な
る
ご
と
く
、
わ
れ
ら
は
信
念
を
養
い
、
宗
祖
が
霊
的
実
質
を
充
実
す
る

ご
と
く
、
わ
れ
ら
は
宗
教
心
を
充
実
せ
ん
こ
と
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
11
（

。

と
求
め
ら
れ
る
語
調
が
受
領
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
宗
祖
か
ら
の
血
脈
相
承
し
て
い

る
が
ゆ
え
に
、「
日
常
は
、
宗
祖
に
禀
け
た
る
霊
的
生
命
と
し
て
生
活
」
し
「
宗
祖

の
霊
的
内
容
の
豊
富
な
る
ご
と
く
、
わ
れ
ら
は
信
念
を
養
い
、
宗
祖
が
霊
的
実
質
を

充
実
す
る
ご
と
く
、
わ
れ
ら
は
宗
教
心
を
充
実
せ
ん
こ
と
」
が
意
識
化
さ
れ
て
い
る

か
の
問
い
で
あ
る
。
辨
榮
に
は
発
想
の
原
点
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
問
い
か
ら
発
す

る
宗
祖
観
が
明
白
で
あ
る
。

　

宗
祖
の
霊
的
人
格
と
は
、「
い
わ
ゆ
る
如
是
相
、
如
是
性
、
如
是
体
、
如
是
力
、

如
是
作
等
、
こ
の
い
ず
れ
の
方
面
に
も
円
満
に
具
備
せ
ん
こ
と
を
要
す
」
と
し
『
妙

法
蓮
華
経
』
方
便
品
で
「
仏
が
悟
り
を
成
就
し
た
こ
と
」
の
理
解
表
現
を
十
如
是
で

語
る
こ
と
に
相
応
さ
せ
る
。
具
体
的
に
は
「
弥
陀
の
聖
意
〈
み
こ
こ
ろ
〉
に
霊
化
せ

ら
れ
た
る
霊
的
性
格
が
備
」
わ
る
「
宗
祖
は
内
容
が
豊
富
に
し
て
か
つ
霊
に
充
満
す

る
が
ゆ
え
に
、
慈
悲
円
満
な
る
相
貌
あ
ら
わ
れ
」
る
の
で
あ
る
と
言
う
。
働
き
通
し

に
働
く
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
摂
化
を
霊
化
と
理
解
で
き
よ
う
が
、
宗
祖
は
内
容
に
お

い
て
そ
れ
を
充
満
す
る
の
で
慈
悲
円
満
の
相
姿
風
貌
で
あ
る
の
で
あ
る
。



二
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　

辨
榮
は
言
う
、

け
だ
し
宗
祖
は
弥
陀
の
聖
意
〈
み
こ
こ
ろ
〉
を
も
っ
て
意
思
〈
こ
こ
ろ
〉
と
し
、

如
来
の
慈
悲
を
も
っ
て
内
容
と
し
、
弥
陀
の
本
願
を
も
っ
て
願
望
と
し
、
弥
陀

の
人
格
そ
の
ま
ま
現
じ
た
る
宗
祖
な
る
と
と
も
に
、
宗
祖
は
応
現
の
弥
陀
な
り
。

と
。
宗
祖
の
霊
的
人
格
は
、「
弥
陀
の
聖
意
〈
み
こ
こ
ろ
〉
を
も
っ
て
意
思
〈
こ
こ

ろ
〉
と
し
、
如
来
の
慈
悲
を
も
っ
て
内
容
と
し
、
弥
陀
の
本
願
を
も
っ
て
願
望
」
と

す
る
脈
々
と
働
き
続
け
、「
弥
陀
の
本
願
を
も
っ
て
願
望
と
し
、
弥
陀
の
人
格
そ
の

ま
ま
現
じ
た
る
宗
祖
」
で
あ
る
と
言
う
意
味
で
「
宗
祖
は
応
現
の
弥
陀
な
り
」
と
捉

え
る
。
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
課
題
的
視
点
を
、

霊
的
人
格
を
形
成
す
る
に
つ
い
て
の
形
式
と
内
容
と
実
質
と
を
説
明
せ
ば
、
安

心
は
心
霊
の
形
式
を
具
え
、
起
行
は
内
容
を
充
実
せ
し
む
る
も
の
な
り
。

と
す
る
。
形
式（
安
心
（と
内
容（
起
行
（と
が
誤
謬
な
く
備
わ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
辨
榮
は
「
自
ら
信
じ
人
を
教
え
て
信
ぜ
し
む
る（
自
信
教
人
信
（に
、
宗
祖
の

内
容
実
質
に
倣
う
て
、
実
地
に
宗
教
的
人
格
を
養
成
す
る
に
忠
実
な
る
こ
と
」
を
強

調
す
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
「
形
式
＝
安
心
、
内
容
＝
起
行
」、
そ
し
て
宗
祖
の
内
容

実
質
と
い
う
視
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
辨
榮
は
、

願
わ
く
ば
賢
明
な
る
わ
が
同
侶
衆
よ
。
と
も
に
範
を
宗
祖
に
軌
り
、
宗
教
的
人

格
の
実
質
を
形
成
せ
ん
こ
と
に
つ
と
め
、
自
ら
成
し
て
他
に
頒
ち
、
大
悲
普
く

衆
に
及
ぼ
さ
れ
ん
こ
と
を
欲
す
（
11
（

。

と
強
く
訴
え
る
。〝
宗
祖
に
倣
う
〟
こ
と
、「
と
も
に
範
を
宗
祖
に
軌
り
、
宗
教
的
人

格
の
実
質
を
形
成
せ
ん
こ
と
に
つ
と
め
」
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
主
体
的
・
実
践

的
・
積
極
的
な
意
味
で
の
宗
祖
観
と
し
て
斬
新
な
姿
勢
が
髣
髴
と
受
領
さ
れ
る
。

２
．

　

辨
榮
は
『
宗
祖
の
皮
髓
』
講
義
を
「
わ
れ
わ
れ
が
宗
祖
の
血
統
を
稟
け
て
霊
的
人

格
の
実
質
を
形
成
せ
ん
に
、
同
じ
安
心
を
定
め
同
じ
起
行
を
運
ぶ
も
、
お
の
お
の
そ

の
造
詣
す
る
と
こ
ろ
の
程
度
、
得
道
の
浅
深
な
き
を
得
ず
。
本
講
は
、
安
心
の
形
式

よ
り
は
効
果
の
内
容
養
成
を
目
的
と
す
る
を
も
っ
て
、
か
か
る
講
題
を
選
べ
り
」
と

言
明
す
る
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
ら
宗
祖
に
血
脈
を
稟
け
て
安
心
起
行
を
同
じ
う
す
る

も
、
あ
る
い
は
宗
祖
の
皮
に
摂
す
る
あ
り
、
あ
る
い
は
骨
に
触
る
る
者
あ
ら
ん
」
と

し
つ
つ
も
、

念
仏
三
昧
の
起
行
の
効
果
を
し
て
、
そ
の
所
詣
の
程
度
に
し
た
が
っ
て
宗
祖
に

触
れ
、
そ
の
分
に
応
じ
て
宗
祖
の
人
格
に
触
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
血
統
を
受
け

た
る
資
格
を
成
就
す
る
な
る
べ
し
（
11
（

。

と
す
る
。
安
心
の
形
式
よ
り
も
起
行
の
内
容
を
話
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
念
仏

三
昧
の
起
行
の
効
果
」
を
話
題
と
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
理
由
は
、「
わ
が
祖
、
安
心
起
行
の
要
義
を
『
選
択
集
』
に
撰
述
し
た
ま
う
。

（
略
（宗
祖
の
門
下
に
お
い
て
も
、
聖
光
上
人
は（
略
（こ
と
に
安
心
起
行
の
事
に
つ
い

て
は
、
つ
と
め
て
宗
祖
の
流
儀
を
重
ん
ぜ
ら
れ
た
り
」
と
み
な
し
て
「
安
心
起
行
の

形
式
は
『
授
手
印
』
を
基
礎
と
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
辨
榮
に
よ
る
と
、

宗
祖
の
法
語
に
は
、
心
行
の
様
を
示
し
た
ま
え
ど
も
、
起
行
の
用
心
に
つ
い
て

は
深
く
沙
汰
し
た
ま
わ
ず
。
し
か
れ
ど
も
自
行
の
激
烈
な
る
、
寒
夜
な
お
汗
す

と
。
ゆ
え
に
宗
祖
は
実
修
躬
行
自
業
を
も
っ
て
行
相
を
示
し
た
ま
え
り
。
し
か

し
て
起
行
の
用
心
に
つ
い
て
は
、
二
祖
に
伝
授
し
給
い
し
を
も
っ
て
、
二
祖
国

師
は
宗
祖
を
祖
述
し
て
懇
ろ
に
起
行
の
用
心
を
示
し
給
う
（
11
（

。。

こ
こ
に
は
、
宗
祖
の
行
実
に
お
い
て
受
領
さ
れ
る
専
修
実
修
を
「
起
行
の
用
心
」
と
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し
、
そ
の
内
容
は
二
祖
の
『
授
手
印
』
が
伝
承
し
て
い
る
と
言
う
。
伝
法
の
上
で
導

空
二
祖
の
相
承
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
辨
榮
に
よ
る
宗
祖
と
二
祖
の
一
徹
相
承
と
い

う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

言
う
と
こ
ろ
の
起
行
の
用
心
を
辨
栄
は
、
二
祖
著
『
西
宗
要
』
十
八
、
四
十
九
、

五
十
八
を
通
し
て
具
体
的
に
捉
え
る
が
、
最
後
に
七
十
六
の
「
念
仏
行
者
の
所
期
は

こ
れ
見
仏
三
昧
な
り
。
ゆ
え
に
見
仏
を
本
意
と
す
る
。
ゆ
え
に
所
期
に
約
し
て
進
ん

で
三
昧
と
い
う
」
を
引
用
し
て
、

二
祖
は
か
く
懇
ろ
に
起
行
の
用
心
を
奨
励
し
た
ま
い
し
が
、
要
は
こ
の
念
仏
を

な
お
ざ
り
に
せ
ず
し
て
内
容
実
質
を
成
就
せ
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
起
行
の
用

心
は
因
に
し
て
、
効
果
の
内
容
は
果
な
り
。
用
心
あ
り
て
実
修
す
れ
ば
、
そ
の

効
果
と
し
て
見
仏
の
益
あ
り
。
す
で
に
見
仏
す
る
に
到
れ
ば
、
自
己
の
内
容
実

質
に
お
い
て
変
化
し
、
心
霊
美
化
せ
ら
れ
て
実
質
が
霊
格
と
な
り
、
霊
活
々
発

の
活
き
た
る
信
仰
と
な
る
な
り
（
11
（

。

と
捉
え
る
。「
要
は
こ
の
念
仏
を
な
お
ざ
り
に
せ
ず
し
て
内
容
実
質
を
成
就
せ
し
め

ん
が
た
め
」
の
線
上
に
念
仏
三
昧
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
見
仏
と
い
う
こ

と
が
語
ら
れ
、
そ
こ
で
「
霊
活
々
発
の
活
き
た
る
信
仰
と
な
る
」
と
言
う
。

３
．

　

二
祖
聖
光
は
『
徹
選
択
集
』
下
で
、

問
う
て
曰
く
、
念
仏
三
昧
と
は
何
の
義
ぞ
や
。
答
え
て
曰
く
、
念
仏
三
昧
と
は

こ
れ
不
離
仏
の
義
な
り
。
答
え
て
曰
く
、
不
離
仏
と
は
何
の
義
ぞ
や
、
答
え
て

曰
く
、
不
離
仏
と
は
値
遇
仏
の
義
な
り
。
値
遇
仏
と
は
何
の
義
ぞ
や
。
答
え
て

曰
く
、
値
遇
仏
と
は
因
地
下
位
の
菩
薩
は
、
必
ず
果
地
上
位
の
如
来
に
値
遇
し

て
刹
那
片
時
も
仏
を
遠
離
す
べ
か
ざ
る
こ
と
、
譬
え
ば
嬰
児
の
母
を
離
れ
ざ
る

が
ご
と
し
（
11
（

。

と
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
の
問
い
を
連
続
さ
せ
て
、
念
仏
三
昧
が
不
離
仏
で
あ
り
値
遇

仏
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
譬
え
ば
嬰
児
の
母
を
離
れ
ざ
る
が
ご
と
し
」
と
龍
樹

の
『
大
智
度
論
』
を
援
用
し
て
定
義
づ
け
る
。
仏
を
離
れ
ず
仏
に
値
遇
す
る
こ
と
、

譬
え
ば
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
嬰
児
が
母
を
離
れ
な
い
よ
う
に
、
一
時
も
仏
を
離
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。

　

さ
ら
に
「
問
う
て
曰
く
、
何
者
か
こ
れ
念
仏
三
昧
、
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
得

る
や
」
の
問
い
に
対
し
て
、

地
前
未
生
の
菩
薩
お
よ
び
薄
地
底
下
の
凡
夫
は
尤
も
仏
を
離
る
べ
か
ら
ず
。
所

依
は
何
ん
と
な
れ
ば
、
如
来
を
慈
母
に
譬
う
、
我
等
は
赤
子
の
ご
と
し
。
も
し

母
仏
の
加
護
を
蒙
ら
ず
ん
ば
、
称
名
の
赤
子
、
何
ぞ
生
死
の
火
宅
を
離
れ
速
や

か
に
念
仏
往
生
を
遂
げ
ん
や
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
善
導
和
尚
は
称
名
の
行
者
に

就
い
て
、
種
種
の
増
上
縁
を
明
か
し
た
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
、
滅
罪
増
上
縁
・
護

念
増
上
縁
・
見
仏
増
上
縁
・
摂
生
増
上
縁
・
証
生
増
上
縁
な
り
。
ま
た
親
縁
等

の
三
義
を
以
て
、
摂
取
不
捨
の
文
を
釈
し
た
ま
う
（
1（
（

。

と
言
い
、
い
わ
ゆ
る
「
薄
地
底
下
の
凡
夫
」
ゆ
え
に
念
仏
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
仏

を
離
れ
ず
・
値
遇
し
」
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
如
来
は
慈
母
に
我
等
凡
夫

は
赤
子
に
譬
え
ら
れ
、
母
な
る
仏
の
加
護
を
得
な
け
れ
ば
速
や
か
に
念
仏
往
生
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
で
に
善
導
が
『
観
念
法
門
』
で
称
名
念
仏
に
依

る
滅
罪
・
護
念
・
見
仏
・
摂
生
・
証
生
の
五
種
増
上
縁
を
説
き
、
か
つ
ま
た
『
観
経

疏
』
で
親
・
近
・
増
上
の
三
縁
で
も
っ
て
摂
取
不
捨
の
経
文
を
解
釈
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

二
祖
聖
光
の
捉
え
る
念
仏
三
昧
が
も
た
ら
す
見
仏
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
よ
う
に
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善
導
の
五
種
増
上
縁
と
三
縁
釈
と
に
依
拠
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
法
然
上
人
の
伝

記
に
よ
る
と
、

上
人
、
専
修
正
行
年
を
重
ね
、
一
心
専
念
功
積
り
給
い
し
か
ば
、
遂
に
口
称
三

昧
を
発
し
給
い
き
。
生
年
六
十
六
歳
、
建
久
九
年
正
月
七
日
の
別
時
念
仏
の
間
、

初
め
に
は
ま
ず
明
相
現
わ
れ
、
次
に
水
想
影
現
し
、
後
に
瑠
璃
の
地
、
少
し
き

現
前
す
。
同
二
月
に
宝
地
・
宝
池
・
宝
楼
を
見
給
う
。
そ
れ
よ
り
後
、
連
々
に

勝
相
あ
り
。（
略
（あ
る
時
は
仏
の
面
像
現
じ
、
あ
る
時
は
三
尊
大
身
を
現
じ
、

あ
る
時
は
勢
至
来
現
し
給
う
。（
略
（詳
し
き
旨
、
御
自
筆
の
『
三
昧
発
得
記
』

に
見
え
た
（
11
（

り
。

と
あ
り
、
法
然
上
人
の
念
仏
三
昧
に
よ
る
見
仏
が
臨
場
豊
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
』
や
『
拾
遺
語
灯
録
』
に
所
収
さ
れ
る
『
三
昧
発
得

記
』
で
あ
る
。

　

建
久
九
年
の
法
然
上
人
は
春
に
『
選
択
集
』
を
撰
述
し
た
。
右
の
伝
記
描
写
か
ら

言
う
と
、
三
昧
発
得
の
体
験
を
味
わ
う
状
況
の
な
か
で
の
撰
述
で
あ
る
と
予
想
し
て

も
よ
か
ろ
う
。
特
に
『
選
択
集
』
第
二
「
善
導
和
尚
正
雑
二
行
を
立
て
て
、
雑
行
を

捨
て
て
正
行
に
帰
す
る
の
文
」
と
第
七
「
弥
陀
の
光
明
余
行
の
者
を
照
ら
さ
ず
、
た

だ
念
仏
の
行
者
を
摂
取
し
た
ま
う
の
文
」、
す
な
わ
ち
第
二
章
で
衆
生
の
「
正
行
す

な
わ
ち
称
名
念
仏
」
を
論
じ
る
章
段
と
第
七
章
の
阿
弥
陀
仏
の
「
光
明
摂
取
」
を
論

じ
る
章
段
と
に
お
い
て
善
導
の
三
縁
釈
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
両
章
段
に
お
い
て
衆
生
の
「
正
助
二
行
を
修
す
る
」
こ
と
と
「
阿
弥
陀
仏

の
光
明
摂
取
」
の
間
柄
が
親
・
近
・
増
上
の
三
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
加
え
て
第
十
一
「
雑
善
に
約
対
し
て
念
仏
を
讃
歎
す
る
の
文
」
に
お
い
て

「
往
生
教
の
中
に
は
念
仏
三
昧
は
、
こ
れ
総
持
の
ご
と
く
ま
た
醍
醐
の
ご
と
し
。
も

し
念
仏
三
昧
の
醍
醐
の
薬
に
非
ざ
れ
ば
、
五
逆
罪
重
の
病
、
は
な
は
だ
治
し
難
し
」

と
強
調
し
て
、「
念
仏
は
か
く
の
ご
と
き
等
の
、
現
当
二
世
始
終
の
両
益
あ
り
。
ま

さ
に
知
る
べ
し
（
11
（

。」
と
こ
の
章
段
を
結
ぶ
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
辨
榮
の
主
張
す
る
「
念
仏
三
昧
と
そ
れ
が
も
た
ら
す

見
仏
」
の
根
拠
と
意
味
付
け
と
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
宗
祖
の
皮
髓
』
講
義
に
当
た
っ

て
辨
榮
は
「
本
講
は
、
安
心
の
形
式
よ
り
は
効
果
の
内
容
養
成
を
目
的
と
す
る
を
も

っ
て
、
か
か
る
講
題
を
簡
べ
り
（
11
（

」
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
。

４
．

　

辨
榮
が
宗
祖
法
然
上
人
を
理
解
し
捉
え
る
一
点
は
「
安
心
の
形
式
よ
り
は
効
果
の

内
容
養
成
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。

宗
祖
の
霊
的
内
容
の
弥
陀
に
霊
化
し
た
る
と
こ
ろ
の
、
も
っ
と
も
美
に
、
も
っ

と
も
霊
き
、
お
お
い
に
味
わ
う
べ
き
、
甚
だ
美
し
き
霊
に
活
き
て
、
温
熱
の
血

の
循
る
と
こ
ろ
の
、
内
容
の
方
面
を
忘
れ
ら
る
る
は
じ
つ
に
憾
し
き
と
こ
ろ
、

じ
つ
に
わ
が
祖
の
、
世
に
も
っ
と
も
尊
崇
し
、
愛
慕
せ
ら
る
る
円
満
な
る
人
格

は
、
か
え
っ
て
内
容
の
豊
富
な
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
や
と
お
も
う
。

（
略
（わ
が
祖
の
内
容
を
く
み
取
り
て
、
と
も
に
味
わ
い
と
も
に
活
き
ん
と
す
る

と
こ
ろ
た
り
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
祖
の
内
容
を
洩
ら
し
た
ま
え
る
も
の
は
、
道

詠
な
り
と
い
う
べ
し
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、
い
っ
た
い
歌
と
い
う
も
の
は
、
自

己
の
実
感
、
自
己
の
内
容
が
自
ず
か
ら
詞
に
あ
ら
わ
る
る
も
の
な
り
（
11
（

。

と
す
る
。
自
ら
が
体
験
す
る
「
自
己
の
実
感
、
自
己
の
内
容
」
が
自
ず
か
ら
現
れ
出

る
そ
の
ま
ま
を
こ
そ
辨
榮
は
求
め
る
ゆ
え
に
、
歌
・
道
詠
を
重
視
す
る
。
こ
の
切
り

口
か
ら
宗
祖
を
理
解
し
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
よ
う
な
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念
仏
専
修
が
も
た
ら
す
念
仏
三
昧
境
涯
へ
の
関
心
の
注
ぎ
方
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
基
本
的
一
例
と
し
て
、

い
ま
宗
祖
は
寝
て
も
起
き
て
も
、
心
に
仏
を
念
じ
口
に
名
を
称
え
、
久
し
く
弥

陀
の
霊
光
に
薫
染
し
、
仏
陀
に
同
化
し
た
る
内
容
は
、
す
な
わ
ち
弥
陀
と
一
体

な
り
。あ

み
だ
仏
に
そ
む
る
心
の
い
ろ
に
い
て
は　

あ
き
の
こ
す
ゑ
の
た
く
い
な

ら
ま
し（

あ
み
だ
ぶ
に
染
む
る
心
の
色
に
出
で
ば
、
秋
の
梢
の
類
な
ら
ま
し
（

と
詠
じ
た
ま
い
し
ご
と
く
、
内
感
の
余
韻
が
す
な
わ
ち
詞
に
出
で
た
る
に
外
な

ら
ず
。
ゆ
え
に
わ
が
祖
の
内
容
の
消
息
を
窺
わ
ん
と
す
る
に
は
、
す
べ
か
ら
く

道
詠
に
洩
ら
し
た
ま
え
る
跡
を
た
ど
り
て
、
そ
の
室
に
入
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

い
か
に
万
徳
総
摂
の
念
仏
に
て
も
、
念
仏
が
活
き
て
働
か
ざ
れ
ば
実
際
の
味
は

感
ぜ
ら
れ
ず
（
11
（

。

と
自
ら
の
宗
祖
観
を
語
る
。
こ
の
宗
祖
観
に
は
、
辨
榮
が
二
四
歳
で
体
験
し
た
三
昧

境
涯
を
検
証
す
べ
き
方
途
の
中
で
、
法
然
上
人
が
徧
依
し
た
善
導
の
「
一
心
専
念
弥

陀
名
号
・
・
・
」
の
三
四
文
字
に
す
べ
て
を
託
し
、、
宗
祖
に
倣
い
真
似（
学
（ぶ
念

仏
が
も
た
ら
し
た
豊
饒
な
悦
び
の
実
感
へ
と
自
ら
を
導
い
た
、
導
師
と
し
て
の
宗
祖

法
然
上
人
観
が
脈
打
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
辨
榮
に
と
っ
て
は
「
い

か
に
万
徳
総
摂
の
念
仏
に
て
も
、
念
仏
が
活
き
て
働
か
ざ
れ
ば
実
際
の
味
は
感
ぜ
ら

れ
ず
」
な
の
で
あ
る
。

　

辨
榮
の
念
仏
の
活
き
て
働
く
「
実
際
の
味
」
は
多
く
の
書
・
画
に
残
さ
れ
て
い
る
。

辨
榮
没
後
百
年
記
念
出
版
『
墨
蹟
仏
画
集
』
に
は
千
点
を
越
え
る
墨
蹟
が
収
集
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
は
辨
榮
の
念
仏
体
験
世
界
か
ら
表
象
さ
れ
る
聖
性
を
心
底

感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

　

辨
榮
は
大
正
八
年
の
書
簡
で
「
勅
修
御
伝
に
は
宗
祖
は
一
は
其
時
代
に
相
応
せ
ん

が
為
に
、
一
は
万
機
普
益
の
為
に
て
候
。
若
し
宗
祖
今
日
出
玉
わ
ば
、
現
代
的
に
人

を
霊
に
活
す
べ
く
宣
伝
し
給
う
こ
と
必
せ
り
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
法
然
上
人
卓

見
た
る
時
代
を
救
わ
ん
の
精
神
を
師
と
し
て
、
弥
陀
の
光
明
を
以
て
法
然
上
人
の
御

精
神
を
世
に
復
活
せ
ん
と
欲
す
る
。
焉
ん
ぞ
夫
れ
躊
躇
す
べ
け
ん
。
将
来
七
百
年
に

向
か
っ
て
突
進
せ
よ
。
弥
陀
は
大
な
る
御
力
を
尊
宿
に
与
え
玉
う
（
11
（

」
と
浄
土
宗
僧
侶

に
書
き
送
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
宗
祖
の
み
教
え（
教
行
（は
「
時
機
相
応
」

に
し
て
「
万
機
普
益
」
な
の
で
あ
る
。

　

宗
祖
法
然
上
人
が
高
祖
善
導
大
師
を
「
弥
陀
の
化
身
」
と
仰
ぎ
「
徧
依
善
導
」
で

あ
っ
た
の
は
、「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
・
・
・
」
の
三
四
文
字
に
全
存
在
を
託
し
て

往
生
浄
土
の
確
信
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
師
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
辨
榮
が
宗
祖
法

然
上
人
を
「
応
現
の
弥
陀
な
り
」
と
仰
ぎ
「
世
に
も
っ
と
も
尊
崇
し
、
愛
慕
せ
ら
る

る
円
満
な
る
人
格
」
と
欣
慕
す
る
の
は
、「
念
仏
三
昧
発
得
」
に
よ
る
内
容
育
成
を

確
信
し
「
宗
祖
に
倣
う
」
べ
き
実
践
的
な
師
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自

ら
念
仏
三
昧
境
涯
を
実
地
に
味
わ
う
こ
と
を
説
い
た
。

　

辨
榮
の
宗
祖
観
は
、
繰
り
返
し
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
安
心
は
心
霊
の
形
式
を
具

え
、
起
行
は
内
容
を
充
実
せ
し
む
る
も
の
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「（
念
仏
の
（ 

効
果
の

内
容
養
成
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
に
視
点
が
注
が
れ
、
宗
祖
の
「
た
だ
一
向
に
念
仏

す
べ
し
」
へ
の
実
践
的
主
体
的
信
順
に
も
と
づ
い
て
「
宗
祖
の
精
神
、
本
願
念
仏
に

帰
れ
」
の
運
動
を
提
示
す
る
と
言
え
よ
う
か
。
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註（
（
（
勅
伝
十
四
巻

（
（
（
勅
伝
三
十
巻

（
（
（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」・
昭
法
全
一
七
三
頁
。

（
（
（
勅
伝
七
巻

（
（
（
勅
伝
十
一
巻

（
（
（
聖
典
３
・
一
九
〇
頁
。

（
7
（
勅
伝
三
十
三
巻

（
（
（
勅
伝
三
十
七
巻

（
9
（
以
上
、『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
附
年
譜
参
照

（
（0
（
岩
波
文
庫
『
人
生
の
帰
趣
』
附
年
譜
参
照
。

（
（（
（
聖
典
２
・
二
七
二
―
二
七
三
頁
。

（
（（
（
大
正
３
・
二
九
四
頁
。

（
（（
（
聖
典
５
・
二
二
三
頁
。

（
（（
（
以
上
、『
宗
祖
の
皮
髄
』
附
年
譜
参
照
。

（
（（
（
拙
著
『
法
然
浄
土
宗
学
論
究
』
参
照
。　

（
（（
（「
書
簡
集
」
二
四
・
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。

（
（7
（
同
右　

二
五
・
一
七
二
頁
。

（
（（
（
同
右　

二
八
・
一
七
六
頁
。

（
（9
（
同
右　

三
八
・
二
〇
三
―
四
頁
。

（
（0
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
著
作
集
二
〇
巻
・
一
八
頁
、
ま
た
同
著

『
不
安
の
概
念
』。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
著
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
角
川
文
庫
・
七
頁
。

（
（（
（『
人
生
の
帰
趣
』
岩
波
文
庫
・
五
一
〇
、
五
一
一
頁
。

（
（（
（『
書
簡
集
』
一
五
三
・
四
五
六
、
一
五
四
・
四
五
七
頁
。

（
（（
（
同
右　

一
五
七
・
四
六
二
頁
。

（
（（
（
同
右　

一
五
七
・
四
六
二
頁
。

（
（（
（
以
上
『
辨
榮
講
述　

宗
祖
の
皮
髓
』
一
四
頁
。

（
（（
（
以
上
、
同
右
一
五
―
一
六
頁
。

（
（7
（
同
右
一
八
頁
。

（
（（
（
同
右
二
一
頁
。

（
（9
（
同
右
二
四
頁
。

（
（0
（
聖
典
３
・
二
九
一
頁
。

（
（（
（
同
右
三
〇
八
頁
。

（
（（
（『
勅
伝
』
第
七
巻

（
（（
（
聖
典
３
・
一
六
三
―
一
六
五
頁
。

（
（（
（『
宗
祖
の
皮
髄
』
一
七
頁
。

（
（（
（
同
右　

二
五
―
二
六
頁
。

（
（（
（
同
右　

二
六
―
二
七
頁
。

（
（7
（『
書
簡
集
』
二
一
〇
・
五
八
〇
頁
、
五
八
三
―
五
八
四
頁
。

【
附
】
拙
稿
「
基
調
講
演　

お
念
仏
か
ら
は
じ
ま
る
幸
せ
─
宗
祖
法
然
上
人
『
立
教
開
宗
』

の
意
義
─
」（『
仏
教
論
叢
』
第
六
十
三
号
・
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
刊
（
と
拙
稿

「
山
﨑
辨
榮
に
見
ら
れ
る
近
現
代
浄
土
念
仏
信
仰
の
一
特
性
」（『
山
𥔎
弁
栄
上
人
論
集
』

（
霊
鷲
山
善
光
寺
・
二
〇
一
九
年
八
月
刊
行
（
と
を
併
読
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
幸
甚
で
あ
る
。

 

（
令
和
元
年
十
二
月
十
八
日
脱
稿
、
令
和
二
年
正
月
四
日
校
了
（



三
一

　
　
　
　
山
﨑
弁
栄
の
仏
教

は
じ
め
に

　

近
代
日
本
仏
教
史
に
山
﨑
弁
栄
（
一
八
五
九

－

一
九
二
〇
（
と
共
に
教
学
・
教

化
・
教
育
の
三
つ
の
教
が
連
動
す
る
領
域
で
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
椎
尾
弁
匡
（
一

八
七
六

－

一
九
七
一
（
が
、
姉
崎
正
治
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
は
「
梵
天
と
仏
陀
」

で
あ
っ
た
（
（
（

。
仏
教
が
宗
教
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
場
面
で
あ
る
梵
天
の
勧
請

と
仏
陀
の
説
法
の
躊
躇
と
い
う
伝
承
は
、
仏
教
聖
典
と
向
き
合
う
者
に
宗
教
的
言
語

の
特
質
へ
の
注
視
を
促
し
て
い
る
。
大
乗
経
典
『
入
楞
伽
経
』
無
常
品
で
は
、
言
語

道
断
、
言
妄
慮
絶
の
非
制
約
的
な
覚
醒
の
世
界
を
「
宗
」、
そ
こ
を
伝
え
る
た
め
に

被
制
約
的
な
言
語
に
託
し
た
世
界
を
「
教
」
と
呼
ん
で
い
る
（
（
（

。
瑜
伽
唯
識
系
論
書

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
弘
法
品
で
は
、
法
は
自
内
証
で
あ
る
か
ら
世
尊
に
よ
っ
て
説
か

れ
な
か
っ
た
が
、
大
慈
悲
に
促
さ
れ
て
教
網
が
流
出
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
（
（
（

。
被
制

約
的
な
言
語
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
教
説
を
道
と
し
て
、
非
制
約
的
な
覚
醒
の
世
界

に
悟
入
し
、
再
び
そ
こ
を
大
慈
悲
を
添
え
て
被
制
約
的
な
言
語
で
伝
え
る
。
善
導
・

法
然
・
弁
栄
の
教
説
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
三

昧
發
得
記
』
を
残
し
た
法
然
が
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
第
十
六
章
で
、
偏
え
に
善
導

一
師
に
依
る
所
以
を
「
善
導
和
尚
は
是
れ
三
昧
發
得
の
人
な
り
。
道
に
於
い
て
既
に

其
の
證
あ
り
。
故
に
且
く
之
を
用
う
」
と
い
い
、
筑
波
山
で
口
称
三
昧
（
（
（

を
発
得
し
た

弁
栄
が
知
恩
院
に
お
け
る
夏
安
居
兼
高
等
講
習
会
で
『
宗
祖
の
皮
随
』
と
題
し
て
、

法
然
の
「
宗
」
と
「
教
」
を
道
詠
歌
と
い
う
言
語
表
現
を
通
し
て
そ
の
人
格
の
上
に

講
述
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
宗
と
教
が
相
互
依
存
し
融
通
無
碍
す
る
立
ち
位
置
か

ら
の
言
表
で
あ
る
。
弁
栄
が
使
用
す
る
一
見
独
特
な
用
語
も
元
を
尋
ね
れ
ば
、
近
代

人
と
し
て
の
時
機
相
応
的
な
反
映
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
仏
法
の
実
習
・

実
験
・
実
証
を
通
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
『
人
生

の
帰
趣
』
に
見
ら
れ
る
用
語
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
伝
統
的
な

土
壌
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
、
ミ
オ
ヤ
・
大
ミ
オ
ヤ

　
『
無
量
寿
経
』
巻
上
で
は
法
蔵
比
丘
が
過
去
仏
の
系
譜
に
連
な
る
世
尊
の
面
前
で

発
願
し
、
そ
れ
を
四
十
八
願
と
し
て
表
明
す
る
際
、
そ
の
師
が
「
世
自
在
王
如
来
・

應
供
・
等
正
覚
・
明
行
足
・
善
逝
・
世
間
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
・
佛

世
尊
」
と
、
仏
の
十
号
を
以
て
表
さ
れ
て
い
る
。
淨
彰
寺
慧
遠
（
五
二
三

－

五
九

二
（
の
『
無
量
寿
経
義
疏
』
巻
上
は
そ
こ
を
「
世
自
在
は
是
れ
其
の
別
名
な
り
。
如

来
應
等
は
是
れ
其
の
通
號
な
り
。
佛
の
徳
は
無
量
に
し
て
徳
に
依
り
て
名
を
施
す
こ

と
亦
無
限
な
り
。
經
に
は
一
數
に
随
っ
て
略
し
て
十
種
を
列
す
。
十
の
中
に
前
の
五

　
山
﨑
弁
栄
の
仏
教
―
そ
の
用
語
に
み
る
伝
統
的
土
壌
―　

　
�

藤　

堂　

俊　

英　
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は
是
れ
佛
の
自
徳
、
後
の
五
は
利
他
な
り
」
と
註
解
し
て
い
る
（
（
（

。
こ
れ
を
了
慧
（
一

二
四
三

－

一
三
三
〇
（『
無
量
寿
経
鈔
』
巻
第
二
も
引
用
し
、
貞
極
（
一
六
七
七

－

一
七
五
六
（
の
『
如
来
十
號
和
解
』
等
も
踏
襲
し
て
い
る
。
仏
陀
に
対
す
る
こ
う
し

た
呼
称
が
そ
の
徳
に
由
来
す
る
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙

論
』
巻
第
十
五
で
は
心
不
相
応
行
法
の
名
句
文
身
を
論
ず
る
中
で
、
七
種
二
十
通
り

に
わ
た
る
命
名
法
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
も
「
功
徳
に
依
り
て
名
を
立
つ
」
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。
仏
陀
の
徳
に
由
来
す
る
命
名
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
十
号
は

梵
語
「
仏
陀
」
の
原
義
で
あ
る
覚
醒
の
自
徳
に
由
来
す
る
も
の
を
基
と
し
な
が
ら
も
、

調
御
丈
夫
や
天
人
師
の
よ
う
に
教
導
感
化
の
利
他
に
由
来
す
る
教
授
の
徳
も
含
ま
れ

て
い
る
。
経
典
に
は
こ
の
十
号
の
他
に
も
、
応
病
与
薬
の
教
法
に
よ
っ
て
苦
悩
の
病

を
癒
す
良
医
、
苦
悩
の
此
岸
か
ら
安
穏
の
彼
岸
に
導
き
渡
す
無
上
船
師
（
法
然
『
無

量
寿
経
釋
』
に
も
出
る
（
な
ど
、
そ
の
徳
に
由
来
す
る
様
々
な
呼
称
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
親
が
子
を
庇
護
し
育
む
養
育
者
と
し
て
の
仏
陀
に
つ
い
て
は
大
乗
仏
典
の
諸
処

に
見
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
法
華
経
』
譬
喩
品
で
は
父
が
火
宅
の
難
か
ら
我
が
子
を
出
離
さ
せ
る
譬
喩
を
踏

ま
え
て
、「
我
れ
も
ま
た
是
の
如
し　

衆
聖
の
中
の
尊　

世
間
の
父
な
り　

一
切
衆

生
は　

皆
是
れ
吾
が
子　

三
界
は
安
き
こ
と
な
し　

猶
火
宅
の
如
し　

衆
苦
充
満
し

て　

甚
だ
怖
畏
す
べ
し
・
・
今
此
の
三
界
は　

皆
是
れ
我
が
有
な
り　

其
の
中
の
衆

生
は　

悉
く
是
れ
吾
が
子
な
り
」
と
説
く
が
、
こ
の
よ
う
な
養
育
者
像
は
久
遠
実
成

の
本
仏
を
説
く
如
来
寿
量
品
な
ど
『
法
華
経
』
の
随
処
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
法
華

経
』
安
楽
行
品
や
『
華
厳
経
』
離
世
間
品
で
は
、
衆
生
が
仏
世
尊
に
対
し
て
な
す
べ

き
作
想
と
し
て
慈
父
想
が
説
か
れ
て
い
る
（
7
（

。

　

唐
、
若
那
跋
陀
羅
・
會
寧
共
訳
『
大
般
涅
槃
經
後
分
』
巻
上
、
應
盡
還
源
品
で
は

入
涅
槃
し
た
大
覚
世
尊
に
対
す
る
心
情
が
、「
如
来
の
慈
母
は
衆
生
を
育
む
に　

普

く
衆
生
に
大
悲
の
乳
を
飲
ま
し
む
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　

北
本
『
涅
槃
經
』
梵
行
品
で
は
大
涅
槃
に
至
る
た
め
の
至
上
の
行
法
の
一
つ
と
し

て
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
を
修
し
お
わ
っ
た
菩
薩
が
住
す
る

階
梯
が
「
極
愛
一
子
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
9
（

。
そ
の
所
以
は
「
譬
え
ば
父
母
の
子
の

安
穏
を
見
て
心
大
い
に
歓
喜
す
る
が
如
く
、
菩
薩
摩
訶
薩
の
是
の
地
中
に
住
す
る
も

復
た
ま
た
是
の
如
し
。
諸
の
衆
生
を
視
る
こ
と
一
子
に
同
じ
。・
・
譬
ば
父
母
の
子

の
患
い
に
遇
う
を
見
て
心
に
苦
惱
を
生
じ
、
之
を
愍
れ
み
て
愁
毒
し
、
初
、
捨
離
す

る
こ
と
な
き
が
如
し
。
菩
薩
摩
訶
薩
の
是
の
地
中
に
住
す
る
も
復
ま
た
是
の
如
し
」

と
い
う
よ
う
に
、
親
が
子
に
注
ぐ
慈
悲
喜
無
量
の
心
を
以
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
良

忠
（
一
一
九
九

－

一
二
八
七
（『
選
択
傳
弘
決
疑
鈔
』
の
序
で
は
、「
古
先
の
梵
皇
斯

の
倒
惑
を
憐
れ
み
て
、
導
く
に
浄
土
の
一
門
を
以
て
し
、
濟
う
に
念
佛
の
一
行
を
以

て
す
。
方
に
今
正
雑
倶
に
生
ず
れ
ど
も
選
ん
で
正
行
を
勧
め
、
助
正
兼
ね
行
ず
れ
ど

も
適
だ
稱
名
を
尚
ぶ
。
蓋
し
是
れ
法
蔵
比
丘
一
子
地
に
お
い
て
五
劫
に
思
を
盡
し
十

念
に
因
を
萌
す
が
故
な
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
第
十
八
願
が
そ
の
極
愛
一
子
地
か

ら
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

　
『
大
般
涅
槃
經
』
巻
第
三
十
八
、
迦
葉
菩
薩
品
で
は
「
如
来
は
請
な
く
し
て
師
と

な
る
。
佛
に
世
間
が
随
う
こ
と
犢
子
の
如
し
。
是
の
故
に
大
悲
牛
と
名
づ
く
る
を

得
。・
・
如
来
は
即
ち
是
れ
衆
生
の
母
。
慈
心
は
是
れ
犢
子
」
と
、
如
来
が
請
わ
れ

る
こ
と
な
き
世
間
の
師
で
あ
る
所
以
が
子
牛
を
慈
し
む
母
牛
の
譬
え
で
説
か
れ
て
い

る
。

　
『
大
佛
頂
如
来
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
経
』
巻
第
五
で
は
、
一
劫
に

相
継
ぎ
出
現
す
る
十
二
光
仏
（『
無
量
寿
経
』
で
は
阿
弥
陀
一
仏
の
異
名
と
し
て
の
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十
二
光
仏
（
の
最
後
の
仏
で
あ
る
日
月
光
よ
り
念
仏
三
昧
を
教
え
ら
れ
た
勢
至
菩
薩

が
、
念
仏
に
よ
っ
て
無
生
忍
に
入
る
こ
と
を
説
く
所
謂
勢
至
円
通
章
が
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
は
法
然
の
『
三
昧
發
得
記
』
や
『
四
十
八
巻
伝
』
第
八
巻
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
勢
至
円
通
章
で
も
「
十
方
の
如
来
、
衆
生
を
憐
念
し
た
ま
う
こ
と
母
の
子
を
憶

う
が
如
し
。
若
し
子
、
逃
逝
せ
ば
憶
う
と
雖
も
何
か
爲
ん
。
子
若
し
母
を
憶
う
こ
と

母
の
憶
う
が
如
く
な
る
時
は
、
母
子
生
を
歴
る
と
も
相
い
違
遠
せ
ず
。
若
し
衆
生
の

心
に
佛
を
憶
い
佛
を
念
ず
れ
ば
、
現
前
に
も
當
來
に
も
必
定
し
て
佛
を
見
た
て
ま
つ

り
、
佛
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
し
て
、
方
便
を
假
ら
ず
し
て
自
ら
心
開
く
こ
と
を
得

ん
。
香
に
染
め
る
人
の
身
に
香
氣
あ
る
が
如
し
。
此
れ
を
則
ち
名
づ
け
て
香
光
荘
嚴

と
曰
う
。
我
本
因
地
に
念
佛
の
心
を
以
て
無
生
忍
に
入
る
。
今
此
の
界
に
於
い
て
念

佛
の
人
を
攝
し
て
浄
土
に
歸
せ
し
む
」
と
、
如
来
が
衆
生
を
憶
う
慈
母
像
で
説
か
れ

て
い
る
（
（1
（

。

　

こ
う
し
た
養
育
者
仏
陀
像
は
中
国
・
日
本
の
仏
典
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
『
選
択
集
』
第
九
「
四
修
法
篇
」
に
引
用
さ
れ
る
基
『
西
方
要
決
』
十
四
「
念
佛

作
業
次
第
」
に
は
、「
弥
陀
慈
父
は
弘
願
に
違
せ
ず
群
生
を
濟
拔
し
た
ま
う
（
（（
（

」、
道

鏡
・
善
道
共
集
『
念
佛
鏡
』
第
六
に
は
、「
夫
れ
佛
は
三
界
の
大
師
、
四
生
の
慈
父

な
り
。
歸
信
す
れ
ば
滅
罪
は
恒
沙
。
称
念
す
れ
ば
得
る
福
無
量
」、
善
導
弥
陀
化
身

説
を
伝
え
る
宗
暁
『
楽
邦
文
類
』
巻
第
二
所
収
の
遵
式
（
九
六
四

－

一
〇
三
二
（

「
西
方
略
伝
序
」
に
も
「
三
界
の
大
師
萬
徳
の
慈
父
、
こ
れ
に
歸
せ
ば
罪
滅
す
。
之

を
尚
ぶ
者
は
福
生
ず
」
と
あ
る
。
法
然
の
「
往
生
浄
土
用
心
」（『
拾
遺
黒
谷
燈
録
』

巻
下
所
収
（
に
は
、「
こ
れ
か
よ
う
に
貪
瞋
煩
悩
の
敵
に
縛
ら
れ
て
三
界
の
樊
籠
に

篭
め
ら
れ
た
る
我
ら
を
、
弥
陀
悲
母
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
し
て
名
号
の
利
剣
を
も

ち
て
生
死
の
絆
を
截
り
、
本
願
の
要
船
を
苦
海
の
波
に
浮
か
べ
て
か
の
岸
に
着
け
た

ま
う
べ
し
と
思
い
そ
う
ら
わ
ん
嬉
し
さ
は
、
歓
喜
の
涙
袂
を
絞
り
、
渇
仰
の
思
胆
に

染
む
べ
き
に
て
そ
う
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
選
択
集
』
第
十
六
章
が
「
希
れ

に
津
を
問
う
者
に
は
以
て
西
方
の
通
津
を
以
て
示
し
、
た
ま
た
ま
行
を
尋
ね
る
者
に

は
誨
え
て
念
佛
の
別
行
を
以
て
す
」
と
い
う
生
死
の
海
を
渡
す
無
上
船
師
像
と
、
養

育
者
像
が
一
体
と
な
っ
た
阿
弥
陀
仏
観
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
仏
陀
の
養
育
者
像
は
、
一
方
で
「
一
切
衆
生
の
帰
依
す
る
所
。
猶
し
父

母
の
ご
と
し
」（『
正
法
念
處
經
』
巻
第
一
（
（1
（

（、「
佛
は
是
れ
衆
生
の
大
慈
父
。
一
切
衆

生
の
歸
趣
す
る
所
」（『
大
方
廣
善
行
方
便
經
』
巻
第
二
（
と
い
う
よ
う
に
、
信
仰
者

の
究
極
的
な
拠
り
処
で
あ
る
帰
依
処
や
帰
趣
と
の
脈
絡
で
説
か
れ
て
い
る
。
大
乗
仏

典
で
は
地
（
軽
重
を
平
等
に
支
え
拠
り
所
と
な
る
（・
水
（
草
木
を
成
長
さ
せ
る
、

穢
汚
を
洗
浄
す
る
（・
火
（
穀
物
を
成
熟
さ
せ
る
、
穢
汚
を
焼
滅
す
る
（・
風
（
一
処

に
留
ま
る
こ
と
な
く
万
物
を
動
か
す
、
香
り
を
流
遍
さ
す
（・
空
（
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
容
受
す
る
（
の
五
大
が
も
つ
業
用
を
以
て
仏
菩
薩
の
徳
が
語
ら
れ
る
が
、『
大
寶

積
經
』
淨
信
童
女
會
で
は
仏
陀
の
平
等
心
に
裏
付
け
ら
れ
た
徳
が
四
大
の
業
用
に
即

し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
等
心
は
地
の
一
切
を
荷
負
す
る
如
し
。
善
に

於
い
て
悪
に
於
い
て
増
減
す
る
こ
と
な
し
。
等
心
は
水
の
如
し
。
諸
の
垢
穢
を
洗
い

世
間
を
養
育
し
煩
悩
の
渇
き
を
除
く
・
・
」。
こ
の
よ
う
に
仏
菩
薩
の
徳
の
は
た
ら

き
が
「
養
育
」
と
か
「
愛
育
」「
長
養
」
と
表
現
さ
れ
る
事
例
も
大
乗
仏
典
に
共
通

し
て
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
仏
陀
の
智
悲
の
眼
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
教
化
を
蒙
る
衆
生
は
仏
子
で
あ
り
釈

子
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
萌
芽
は
既
に
初
期
経
典
の
中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例

え
ば
『
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
八
に
は
、
目
�
連
が
仏
弟
子
で
あ
る
所
以
を
「
我
は
是

れ
佛
の
子
、
佛
の
口
よ
り
生
れ
、
法
よ
り
化
生
し
て
、
佛
の
法
分
を
得
る
」
と
表
現
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す
る
仏
子
誕
生
の
説
相
は
随
処
に
見
ら
れ
る
（
（1
（

。

　

弁
栄
が
使
用
す
る
「
ミ
オ
ヤ
」「
大
ミ
オ
ヤ
」
と
い
う
語
は
、
以
上
に
あ
げ
た
よ

う
な
大
乗
仏
教
の
養
育
者
仏
陀
の
呼
称
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
梵
語
・
巴
利

語
・
漢
語
を
駆
使
す
る
近
代
仏
教
学
の
研
究
手
法
で
仏
身
論
を
取
り
上
げ
た
姉
崎
正

治
は
『
現
身
佛
と
法
身
佛
』（
明
治
三
十
七
年
刊
（
第
一
章
「
研
究
の
問
題
」
の
中

で
、「
佛
身
の
問
題
は
佛
教
の
哲
学
思
想
と
宗
教
的
要
求
と
の
帰
趣
と
な
り
、
又
二

者
の
結
合
點
と
な
れ
り
」
と
、
仏
身
論
が
興
起
し
た
所
以
を
語
っ
て
い
る
（
（1
（

。
弁
栄
の

場
合
も
大
ミ
オ
ヤ
・
ミ
オ
ヤ
と
い
う
宗
教
的
心
情
の
吐
露
が
、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
の

三
身
論
と
の
結
合
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

三
身
論
に
つ
い
て
は
改
め
て
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
い
が
、
一
応
、
曇
鸞
・
道

綽
・
善
導
・
法
然
の
仏
身
論
に
関
す
る
見
解
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
曇
鸞

『
無
量
寿
経
論
註
』
巻
下
で
は
、
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
す
無
礙
光
如
来
の
名
号

が
衆
生
の
志
願
を
満
た
す
必
須
要
件
と
し
て
二
知
（
如
来
は
實
相
身
で
あ
り
爲
物
身

で
あ
る
こ
と
（
三
信
（
信
心
の
淳
厚
・
決
定
・
相
続
（
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で

は
無
礙
光
如
来
を
実
相
・
為
物
の
二
身
説
で
取
り
上
げ
て
い
る
（
（1
（

。
又
観
察
の
対
象
と

な
る
三
種
二
十
九
荘
厳
功
徳
（
広
（
が
一
法
句
（
略
（
に
入
る
所
以
を
明
か
す
際
に

は
、
不
可
分
・
不
可
同
で
あ
る
二
種
法
身
（
法
性
法
身
・
方
便
法
身
（
が
説
か
れ
て

い
る
。
道
綽
『
安
楽
集
』
第
一
大
門
で
は
阿
弥
陀
仏
の
身
土
を
三
身
三
土
の
枠
組
み

の
中
で
取
り
上
げ
る
際
、『
大
乗
同
性
経
』
に
依
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
身
土
を
報
仏
報

土
と
規
定
し
て
い
る
（
（1
（

。
善
導
も
ま
た
『
観
経
疏
』
玄
義
分
で
こ
れ
を
継
承
し
、
来
迎

に
関
し
て
は
「
報
身
化
を
兼
ね
て
共
に
來
っ
て
手
を
授
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

『
往
生
礼
讃
』
前
序
で
は
「
一
切
の
諸
佛
三
身
同
證
し
悲
智
果
圓
か
に
亦
ま
さ
に
無

二
な
る
べ
し
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
諸
佛
の
所
證
は
平
等
に
し
て
是
れ
一
な
れ

ど
も
若
し
願
行
を
以
て
來
た
し
収
む
る
に
因
縁
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
、
阿
弥
陀
仏
の

報
身
性
を
本
誓
の
重
願
を
以
て
解
説
し
て
い
る
（
（1
（

。
法
然
の
三
身
に
関
す
る
見
解
は

『
逆
修
説
法
』
第
四
七
日
で
仏
の
総
の
功
徳
を
説
く
所
に
み
ら
れ
る
。「
法
身
と
は
是

れ
無
相
甚
深
の
理
な
り
。
一
切
諸
法
畢
竟
空
寂
な
る
を
即
ち
法
身
と
名
づ
く
。
次
に

報
身
と
は
別
物
に
あ
ら
ず
、
彼
の
無
相
の
妙
理
を
解
り
知
る
智
恵
を
報
身
と
は
名
づ

く
る
な
り
。
所
知
を
ば
法
身
と
名
づ
け
、
能
知
を
ば
報
身
と
名
づ
く
る
な
り
。
此
の

法
報
の
功
徳
法
界
に
周
遍
せ
り
。
菩
薩
二
乗
の
上
、
乃
至
六
趣
四
生
の
上
に
も
周
遍

せ
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
次
に
應
身
と
は
、
衆
生
を
濟
度
せ
ん
が
た
め
、
無
際
限
の

中
に
於
い
て
際
限
を
示
し
、
無
功
用
の
中
に
於
い
て
功
用
を
現
じ
給
へ
る
な
り
（
（1
（

」。

こ
の
簡
潔
に
要
約
さ
れ
た
三
身
の
解
説
は
、
基
本
的
に
『
摂
大
乗
論
』
彼
果
智
分

（
智
差
別
勝
相
（
が
説
く
三
種
仏
身
（
自
性
身
・
受
用
身
・
變
化
身
（
の
う
ち
、
自

性
身
（
法
身
（
の
五
相
（
轉
依
・
白
法
所
成
・
無
二
・
常
住
・
不
可
思
議
（
中
の
常

住
相
に
関
す
る
論
説
と
軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
（
（1
（

。
常
住
相
と
は
、
浄
化
の
大
本
で
あ

る
真
如
（
本
性
清
浄
（
の
常
住
性
、
本
願
の
持
続
力
の
常
住
性
、
衆
生
済
度
の
所
作

の
常
住
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
法
身
・
報
身
・
応
身
の
常
住
性
を
表

し
て
お
り
、
こ
れ
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
も
の
が
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
菩
提
品
に
も
見
ら

れ
る
。
中
国
天
台
関
連
の
仏
典
で
よ
く
使
わ
れ
る
「
三
身
即
一
身
」
と
い
う
表
現
も

元
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
無
相
甚
深
の
法
身
が
何
ゆ

え
「
身
」
を
以
て
表
明
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
玄
奘
訳
『
佛
地
経
論
』
巻
第
七
、

同
訳
『
成
唯
識
論
』
巻
第
十
が
身
の
三
義
（
體
・
依
・
聚
（
を
あ
げ
る
中
の
「
體
」

義
を
以
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
11
（

。
良
忠
『
安
楽
集
私
記
』
巻
上
で
は
右
に
あ
げ

た
三
身
三
土
の
註
解
の
中
で
そ
の
三
義
に
言
及
し
て
い
る
。
真
諦
訳
の
世
親
釈
『
摂

大
乗
論
』
巻
第
十
三
、
釈
智
差
別
勝
相
が
、「
身
」
に
功
徳
の
「
依
」
と
い
う
義
が
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あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
に
続
い
て
、「
又
身
は
實
を
以
て
義
と
な
す
。
破
壊
せ
ざ
る

が
故
に
實
と
名
づ
く
。
身
は
即
ち
體
な
り
。
體
は
性
を
以
て
義
と
な
す
。
此
の
性
は

一
切
位
の
中
に
お
い
て
改
め
ざ
る
故
に
實
と
名
づ
く
。
實
の
故
に
破
壊
せ
ず
」
と
述

べ
る
の
も
、
右
の
二
論
が
い
う
身
の
三
義
中
の
「
體
」
の
義
と
同
じ
註
解
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
弁
栄
の
三
身
論
に
目
を
向
け
れ
ば
、『
人
生
の
帰
趣
』
第
二

章
、
大
ミ
オ
ヤ
の
冒
頭
に
は
「
法
身
は
一
切
衆
生
を
産
み
な
す
大
本
の
ミ
オ
ヤ
に
て

天
地
萬
物
は
其
の
恵
み
と
力
と
に
依
っ
て
行
わ
れ
て
居
る
。
報
身
は
宇
宙
最
高
の
處

に
在
し
て
法
身
か
ら
う
み
な
さ
れ
た
る
人
が
信
心
念
佛
す
る
に
對
し
て
恩
寵
の
光
を

以
て
之
を
摂
化
し
永
遠
の
生
命
と
爲
し
て
下
さ
る
ミ
オ
ヤ
に
て
、
應
身
は
教
え
の
ミ

オ
ヤ
即
ち
釋
迦
牟
尼
佛
で
あ
る
。
此
の
三
身
を
合
し
て
三
身
一
如
、
大
ミ
オ
ヤ
と
申

し
上
げ
ま
す
」
と
あ
る
（
1（
（

。
こ
う
し
た
産
み
の
ミ
オ
ヤ
・
摂
化
の
ミ
オ
ヤ
・
教
え
の
ミ

オ
ヤ
と
い
う
弁
栄
が
念
仏
三
昧
（
宗
（
の
世
界
か
ら
語
り
出
す
仏
身
の
表
現
（
教
（

も
、
元
を
照
合
す
れ
ば
右
に
見
た
瑜
伽
行
派
の
三
身
論
、
ま
た
法
然
が
諸
佛
の
総
の

功
徳
と
し
て
要
約
す
る
三
身
の
枠
組
み
を
基
と
し
て
の
言
表
な
の
で
あ
る
。

二
、
信
愛
欲

　

中
村
元
著
『
慈
悲
』
で
は
弁
栄
を
「
献
身
的
に
実
践
に
つ
と
め
た
仏
教
家
」
と
し

て
紹
介
し
、『
御
慈
悲
の
便
り
』
に
よ
り
な
が
ら
、「
か
れ
の
い
う
愛
と
は
慈
悲
の
現

代
的
表
現
な
の
で
あ
る
。〈
信
〉
を
強
調
す
る
日
本
の
淨
土
教
の
中
か
ら
、〈
信
〉
に

併
立
す
る
も
の
と
し
て
〈
慈
悲
〉
を
強
調
す
る
か
れ
の
よ
う
な
宗
教
家
の
出
た
こ
と

は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
11
（

。

　

こ
こ
で
は
『
人
生
の
帰
趣
』
第
四
章
安
心
で
、
弁
栄
が
使
用
す
る
信
愛
欲
と
い
う

語
の
伝
統
的
な
土
壌
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
「
安
心
」
と
い
う
語

の
規
定
に
つ
い
て
、
聖
冏
（
一
三
四
一

－

一
四
二
〇
（
は
『
傳
通
記
糅
鈔
』
巻
第
四

で
、「
安
と
は
安
置
な
り
。
心
と
は
心
念
な
り
。
謂
く
念
を
所
求
所
歸
去
行
の
三
に

置
く
を
安
心
と
い
う
」
と
規
定
し
て
い
る
（
11
（

。
弁
栄
も
『
無
礙
光
』
に
お
い
て
こ
れ
を

踏
ま
え
な
が
ら
、「
安
心
と
は
安
置
心
、
安
住
心
の
二
義
あ
り
。
又
古
来
の
伝
ふ
る

義
に
よ
れ
ば
、
安
心
と
は
所
帰
、
所
求
、
去
行
を
確
か
に
思
ひ
定
む
る
を
云
う
ふ
」

と
述
べ
て
い
る
。
後
半
の
「
古
来
の
伝
ふ
る
義
」
と
は
右
の
聖
冏
の
所
説
の
他
、
遡

れ
ば
良
忠
の
『
選
択
傳
弘
決
疑
鈔
』
巻
第
二
が
二
行
の
得
失
を
述
べ
る
中
に
出
る
、

「
正
行
を
修
す
る
者
は
其
の
去
行
、
所
求
と
所
帰
と
に
順
ず
。
故
に
一
一
の
徳
を
成

ず
。
謂
く
西
方
の
行
人
極
楽
を
以
て
所
求
と
な
し
、
弥
陀
を
以
て
所
帰
と
な
し
て
弥

陀
の
事
を
行
ず
れ
ば
、
所
帰
及
び
所
求
に
相
順
ず
る
が
故
に
親
近
等
の
徳
を
成
ず
」

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
安
心
に
つ
い
て
は
良
忠
『
観
経
玄
義
分
傳
通
記
』
巻
第
一
で
は
菩
提
心
を
総

安
心
、
至
誠
心
等
の
三
心
を
別
安
心
、
聖
冏
は
前
の
『
糅
鈔
』
で
菩
提
心
と
四
弘
誓

願
を
成
就
す
る
た
め
に
発
さ
れ
る
厭
欣
心
を
総
安
心
と
呼
ん
で
い
る
（
11
（

。
別
安
心
の
三

心
に
つ
い
て
善
導
は
『
観
経
疏
』
散
善
義
の
十
一
門
義
に
お
い
て
、
三
心
具
足
が
九

品
に
通
ず
る
往
生
の
正
因
で
あ
る
と
述
べ
、
法
然
も
『
三
部
経
釈
』
の
中
で
そ
こ
を

引
用
し
て
い
る
。
法
然
は
ま
た
『
観
無
量
寿
経
釈
』
の
中
で
、「
今
此
の
經
の
三
心

は
即
ち
本
願
の
三
心
を
開
く
。
爾
る
故
は
至
心
と
は
至
誠
心
な
り
、
信
楽
と
は
深
心

な
り
、
欲
生
我
國
と
は
廻
向
發
願
心
な
り
」
と
、『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
念
仏
往

生
願
中
の
三
心
と
『
観
経
』
の
三
心
と
を
会
通
し
て
い
る
。
同
趣
旨
は
『
要
義
問

答
』
に
も
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
七
箇
条
起
請
文
』
で
は
無
智
の
輩
の
三
心
具
足
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
阿

彌
陀
ほ
と
け
の
法
蔵
菩
薩
の
む
か
し
、
五
劫
の
あ
ひ
た
、
よ
る
ひ
る
心
を
く
た
き
て



三
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

案
し
た
て
て
成
就
せ
さ
せ
給
ひ
た
る
本
願
の
三
心
な
れ
ば
、
あ
た
あ
た
し
く
い
ふ
べ

き
事
に
あ
ら
ず
」
と
、
本
願
に
よ
っ
て
施
設
さ
れ
た
往
生
の
要
件
で
あ
る
と
示
さ
れ

て
い
る
（
11
（

。

　

弁
栄
は
「
三
心
の
解
」（『
人
生
の
帰
趣
』
第
四
章
（
に
お
い
て
、「
ミ
オ
ヤ
の
聖

意
に
合
う
べ
き
子
等
が
心
意
の
備
え
は
至
心
の
形
式
と
信
楽
欲
の
内
容
と
を
要
す
」

と
、『
無
量
寿
経
』
の
三
心
（
至
心
・
信
楽
・
欲
生
我
国
（
を
元
に
安
心
論
を
展
開

し
て
い
る
。
光
明
大
系
『
難
思
光
』
喚
起
位
の
「
誠
―
信
愛
欲
」
で
は
、
形
式
と
内

容
と
い
う
と
こ
ろ
が
譬
喩
を
以
て
、「
譬
へ
ば
稲
の
果
が
能
く
實
り
て
成
熟
せ
し
如

く
に
内
容
が
出
来
て
こ
そ
眞
の
誠
で
、
果
が
充
實
し
成
熟
せ
し
種
子
は
播
い
て
能
く

萌
生
え
生
育
す
る
。
我
々
が
心
霊
も
全
く
彌
陀
に
成
熟
す
る
時
は
淨
土
に
生
る
る
。

種
が
熟
せ
し
如
く
生
産
作
用
を
具
用
し
た
な
ら
ば
眞
の
價
値
あ
る
誠
で
あ
る
。
誠
は

形
式
即
ち
容
器
で
あ
る
。
即
ち
彌
陀
の
霊
徳
を
受
容
す
る
容
れ
も
の
で
あ
る
。
そ
の

容
れ
物
た
る
誠
の
心
が
な
け
れ
ば
受
け
た
る
徳
も
失
っ
て
し
ま
ふ
」
と
説
い
て
い
る
（
11
（

。

弁
栄
が
第
十
八
願
文
の
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
我
国
」
を
「
誠
―
信
愛
欲
」
と
し
て

受
け
止
め
る
背
景
に
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
阿
毘
達
磨
の
不
染
汚
の
愛
を
信
と
み
る

論
説
や
、
唯
識
の
善
の
心
所
と
し
て
の
信
の
構
造
に
関
す
る
論
説
が
あ
る
。

　

ま
づ
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
二
十
九
で
は
「
愛
」
の
自
性
を
論
ず
る
な

か
で
「
信
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
問
う
、
愛
は
何
を
以
て
自
性
と
な

す
や
。
答
う
。
愛
に
二
種
あ
り
。
一
に
染
汚
、
謂
く
貪
な
り
。
二
に
不
染
汚
、
謂
く

信
な
り
」
と
、
愛
が
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
に
信
を

不
染
汚
の
愛
と
規
定
す
る
論
説
は
『
�
舎
論
』
巻
第
四
根
品
で
も
「
愛
は
謂
く
愛
楽

な
り
。
體
は
即
ち
是
れ
信
な
り
。
然
る
に
愛
に
二
あ
り
。
一
に
は
有
染
汚
。
二
無
染

汚
。
有
染
〔
愛
〕
と
は
謂
く
貪
な
り
。
妻
子
等
を
愛
す
る
が
如
し
。
無
染
汚
〔
愛
〕

と
は
謂
く
信
な
り
。
師
長
等
を
愛
す
る
が
如
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
信

を
愛
と
の
脈
絡
で
と
り
あ
げ
る
伝
統
的
な
視
座
は
、
了
慧
『
選
擇
集
大
鋼
抄
』
巻
下

「
第
八
具
足
三
心
篇
」
の
深
心
釈
や
、
聖
冏
『
決
疑
鈔
直
牒
』
巻
九
に
も
言
及
さ
れ

て
い
る
（
11
（

。
ま
た
右
の
阿
毘
達
磨
両
論
と
も
そ
の
不
染
汚
の
「
愛
」
を
、
善
の
心
所
で

あ
る
「
慚
」
を
自
性
と
す
る
「
敬
」
と
の
対
句
、
つ
ま
り
「
愛
敬
」
と
し
て
取
り
上

げ
て
い
る
。『
大
毘
婆
沙
論
』
は
「
愛
と
敬
と
倶
に
行
ず
」
と
こ
ろ
に
親
子
・
子
弟

間
の
良
き
教
育
的
間
柄
を
見
て
い
る
。
弁
栄
が
『
無
礙
光
』
の
「
恭
敬
と
愛
慕
」
の

中
で
、「
如
来
を
無
上
尊
と
尊
崇
し
常
に
如
来
を
愛
慕
し
て
止
ま
ざ
る
信
念
の
心
理

は
、
相
反
せ
る
二
の
心
理
が
活
動
し
て
お
る
。
如
来
に
対
す
る
敬
と
愛
で
あ

る
。・
・
・
如
来
は
絶
対
無
上
尊
に
し
て
無
上
の
尊
敬
を
払
ふ
ほ
か
、
ま
た
如
来
を

愛
楽
す
る
情
は
進
む
な
り
。
然
れ
ど
も
世
に
敬
有
っ
て
愛
な
き
あ
り
、
愛
し
て
敬
せ

ざ
る
あ
り
、
ま
た
愛
敬
共
に
行
は
る
あ
り
。
宗
教
心
は
愛
と
敬
と
共
に
活
動
し
て
始

め
て
真
の
価
あ
る
宗
教
心
と
な
る
（
11
（

」
と
語
る
の
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
の
こ
の
論
説

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
唯
識
説
で
は
善
の
心
所
と
し
て
の
信
の
構
造
を
、
信
の
対
象
の
三
性
（
実
有

性
・
有
徳
性
・
有
能
性
（
と
そ
れ
に
対
応
す
る
信
者
の
心
の
三
様
相
（
忍
可
・
心

淨
・
楽
欲
（
を
以
て
説
明
し
て
い
る
（
11
（

。
そ
こ
は
了
慧
の
『
無
量
寿
経
鈔
』
巻
第
三
や

右
に
あ
げ
た
『
選
擇
集
大
鋼
抄
』
巻
下
、
義
山
の
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
巻
上
之

三
の
第
十
八
願
文
の
註
解
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
1（
（

。
す
な
わ
ち
実
有
性
と
は
三

宝
や
四
諦
や
業
の
因
果
な
ど
の
仏
法
・
仏
語
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に
認

め
る
の
が
忍
可
・
勝
解
で
あ
る
。
有
徳
性
と
は
三
宝
の
中
で
も
自
利
利
他
二
利
の
徳

を
円
満
し
て
い
る
仏
宝
の
こ
と
で
、
心
淨
と
は
勝
れ
た
徳
を
備
え
た
佛
宝
へ
の
信
が

も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
心
相
を
い
う
。
有
能
性
と
は
信
者
が
そ
の
徳
を
受
用
し
う
る
可



三
七

　
　
　
　
山
﨑
弁
栄
の
仏
教

能
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
へ
の
信
が
楽
欲
・
希
望
で
あ
る
。『
成
唯
識

論
』
巻
第
六
は
忍
可
を
信
因
、
心
淨
と
楽
欲
を
信
果
と
見
て
い
る
。
良
忠
は
『
観
経

疏
伝
通
記
』
散
善
義
記
巻
第
一
で
、『
観
経
』
の
「
三
心
は
何
等
の
心
所
を
體
と
為

す
や
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、「
至
誠
心
の
體
は
古
来
未
決
な
り
。
今
云
う
に
行
捨

あ
る
い
は
無
貪
な
り
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
真
実
心
」
に
即
し
て
心
所
論
か
ら
の
考

察
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
「
深
心
と
は
大
善
地
の
信
の
心
所
な
り
。
更
に
異
途
な
し
。

次
に
廻
向
發
願
心
と
は
欲
を
體
と
な
す
。
欲
生
我
國
と
云
う
が
故
に
。
註
に
云
う
、

願
は
是
れ
樂
欲
の
義
、
又
云
う
、
願
は
往
生
を
欲
樂
す
る
に
名
づ
く
と
。
問
う
、
倶

舎
論
に
欲
は
謂
く
所
作
の
事
業
を
�
求
す
と
。
當
来
の
果
報
を
�
求
す
と
は
云
わ
ず
。

答
う
、
�
求
の
義
は
廣
し
、
何
ぞ
唯
所
作
の
み
な
ら
ん
や
。
所
作
は
必
ず
當
来
の
果

に
向
か
う
。
故
に
所
作
を
�
求
す
、
果
有
る
べ
き
故
に
」
と
註
解
し
て
い
る
（
11
（

。

　

弁
栄
が
信
を
愛
と
い
う
視
座
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
う
し
た
伝
統
は
中
国
浄
土
教
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
綽
『
安
楽
集
』
第
七
大
門
の
「
此
彼
の
取
相
を
も
っ
て

縛
脱
を
料
簡
す
」
で
は
、
色
声
香
味
触
の
五
欲
の
対
象
へ
の
愛
は
縛
と
い
う
煩
悩
を
、

仏
徳
へ
の
愛
は
解
脱
を
結
果
す
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
凡
そ

相
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
五
塵
の
欲
境
に
お
い
て
。
妄
愛
貪
染
し
境
に
随
っ
て
執
著

す
。
此
れ
等
の
是
の
相
を
之
を
名
づ
け
て
縛
と
な
す
。
二
に
は
佛
の
功
徳
を
愛
し
て

願
生
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
是
れ
相
と
言
う
と
雖
も
名
け
て
解
脱
と
な
す
（
11
（

」。
こ

う
し
た
愛
の
語
の
用
法
は
曇
鸞
が
『
往
生
論
註
』
巻
下
で
、「
楽
」
に
外
楽
（
五
識

所
生
（・
内
楽
（
初
禅
二
禅
三
禅
所
生
（・
法
楽
楽
（
智
慧
所
生
（
の
三
楽
を
説
く
際

に
、
智
慧
所
生
の
楽
を
「
佛
の
功
徳
を
愛
す
る
從
り
起
れ
り
」
と
論
ず
る
と
こ
ろ
に

も
み
ら
れ
る
。

三
、
霊
性

　

弁
栄
が
使
用
す
る
「
霊
性
」
と
い
う
語
は
中
国
華
厳
宗
第
五
祖
宗
密
（
七
八
〇
―

八
四
一
（
の
『
原
人
論
』
に
そ
の
典
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
は
じ
め
に
そ
の
概
要

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
中
国
に
は
仏
教
伝
来
以
来
、
儒
教
道
教
仏
教
三
教
間
の
論
争

ま
た
交
渉
の
歴
史
が
あ
る
。
宗
密
の
時
代
に
は
「
三
教
帰
一
の
精
神
風
土
が
醸
成
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
頂
點
に
位
す
る
も
の
が
宗
密
の
原
人
論
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
こ
の
書
は
『
華
厳
原
人
論
』
と
も
呼
ば
れ
、
人
間
の
本
性
を

儒
道
二
教
と
対
比
し
な
が
ら
華
厳
思
想
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
（
11
（

。
冒
頭
の

序
は
「
萬
霊
の
蠢
蠢
た
る
皆
そ
の
本
あ
り
。
萬
物
の
藝
藝
た
る
各
々
そ
の
根
に
歸
す
。

未
だ
根
本
な
く
し
て
而
も
枝
末
あ
る
者
は
有
ら
ざ
る
な
り
。
况
ん
や
三
才
の
中
の
最

霊
に
し
て
、
而
も
本
源
な
か
ら
ん
や
」
で
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
生
命
を
宿
し
た
万
物

に
は
、
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
源
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
根
本
な
く
し
て
枝
葉
だ
け
で

存
在
す
る
も
の
な
ど
、
こ
の
世
界
に
は
あ
り
得
な
い
。
宇
宙
の
運
行
能
力
を
表
す
天
、

そ
の
下
で
万
物
生
育
を
さ
せ
る
地
、
天
と
地
の
間
で
思
慮
分
別
の
能
力
を
持
っ
た
人
。

こ
の
宇
宙
を
構
成
す
る
三
才
の
中
で
最
も
秀
で
た
精
神
活
動
を
行
う
人
に
、
ど
う
し

て
そ
の
よ
う
な
本
源
が
な
い
と
言
え
よ
う
か
。
本
書
は
こ
う
い
う
問
題
提
起
で
始
ま

る
。
本
論
は
儒
道
二
教
の
要
旨
と
批
判
、
仏
教
諸
宗
の
要
旨
と
批
判
、
一
乗
顕
性
教

と
い
う
自
説
の
開
陳
、
最
後
に
そ
れ
ら
諸
教
の
会
通
を
提
示
す
る
と
い
う
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
宗
密
は
人
の
心
の
真
実
な
る
性
を
顕
示
す
る
一
乗
顕
性
教
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
乗
顕
性
教
と
は
一
切
の
有
情
皆
本
覚
の
眞
心
あ
り
と

説
く
。
無
始
よ
り
以
来
、
常
住
に
し
て
清
浄
、
昭
昭
と
し
て
昧
ま
さ
れ
ず
、
了
了
と

し
て
常
に
知
る
。
亦
た
佛
性
と
名
づ
け
亦
た
如
来
蔵
と
名
づ
く
。
無
始
の
際
よ
り
妄

想
こ
れ
を
翳
い
て
自
ら
覚
知
せ
ず
。
但
だ
凡
質
を
認
む
る
が
ゆ
え
に
耽
著
し
て
業
を



三
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

結
び
、
生
死
の
苦
を
受
く
。
大
覚
、
こ
れ
を
愍
み
て
一
切
空
と
説
き
、
又
た
霊
覚
の

眞
心
清
浄
な
る
こ
と
全
く
諸
佛
に
同
じ
き
こ
と
を
開
示
せ
り
」。
つ
ま
り
、
人
に
は

み
な
元
々
こ
の
世
界
の
真
実
に
気
づ
く
心
が
あ
る
。
そ
れ
は
始
め
も
知
り
え
な
い
常

住
に
し
て
清
浄
、
明
ら
か
で
陰
り
な
く
、
つ
ね
に
真
実
を
明
察
す
る
。
そ
れ
を
仏
性

あ
る
い
は
如
来
蔵
と
い
う
。
た
だ
始
め
も
知
り
え
な
い
虚
妄
が
そ
れ
を
覆
っ
て
い
る

た
め
に
仏
性
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。
む
な
し
く
凡
人
は
非
真
実
な
世
界

に
執
着
し
て
迷
い
の
業
に
縛
ら
れ
て
生
死
の
苦
し
み
を
受
け
る
。
釈
尊
は
そ
の
有
様

を
憐
れ
ん
で
、
全
て
は
空
で
あ
る
と
説
く
と
同
時
に
、
人
に
は
世
界
の
真
実
に
気
づ

く
清
浄
な
覚
知
の
心
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
仏
陀
と
同
質
で
あ
る
と
説
き
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
人
の
本
来
の
性
で
あ
る
霊
性
を
仏
教
で
は
佛
性
・
如

来
蔵
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
宗
密
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
唯
だ
一
眞
の
霊

性
に
し
て
不
生
不
滅
、
不
増
不
減
、
不
變
不
易
な
り
。
衆
生
無
始
よ
り
迷
睡
し
て
自

ら
覚
知
せ
ず
。
隠
覆
に
由
る
が
故
に
如
来
蔵
と
名
づ
く
。
如
来
蔵
に
依
る
が
故
に
生

滅
の
心
相
あ
り
」。
つ
ま
り
、
人
心
の
唯
一
真
実
な
る
性
で
あ
る
霊
性
は
生
滅
、
増

減
、
変
易
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
人
は
迷
妄
の
た
め
に
気
づ
い
て
い
な

い
。
そ
の
隠
さ
れ
て
い
る
霊
性
を
如
来
蔵
と
い
う
。
如
来
蔵
が
煩
悩
に
隠
覆
さ
れ
て

い
る
た
め
に
生
滅
す
る
心
の
姿
が
あ
る
、
と
い
う
。

　

弁
栄
が
使
用
す
る
「
霊
性
」
の
典
拠
を
『
原
人
論
』
に
認
め
る
時
、
そ
れ
を
仏
性

あ
る
い
は
如
来
蔵
の
同
義
語
と
し
て
解
し
て
よ
い
。「
霊
」
と
い
う
漢
語
に
は
神

妙
・
精
誠
・
命
・
英
俊
・
善
・
巧
・
威
光
・
福
・
験
・
寵
・
祐
な
ど
の
意
味
が
あ
る

が
、
明
治
初
期
の
浄
土
宗
学
の
学
匠
で
布
教
家
で
あ
っ
た
岸
上
恢
嶺
（
一
八
三
九
―

一
八
八
五
（
の
『
科
註
原
人
論
講
義
』
に
は
、「
霊
ト
ハ
覺
知
ヲ
具
ヘ
タ
ル
者
ヲ
惣

シ
テ
霊
ト
云
。・
・
最
霊
ト
云
モ
其
如
ク
、
天
地
間
ノ
動
物
何
レ
モ
覺
知
ア
レ
ト
モ
、

人
ハ
最
勝
殊
特
ノ
覺
知
を
具
ヘ
タ
者
故
ニ
」
と
註
解
し
て
い
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
に

「
霊
」
な
る
語
が
使
用
さ
れ
る
所
以
は
、「
万
物
の
霊
長
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
よ
う

に
、
人
間
の
本
性
を
近
現
代
の
人
間
学
的
な
生
物
学
的
な
視
点
を
も
含
め
な
が
ら
時

機
相
応
的
に
論
ず
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
弁
栄
は
「
自
己
の
伏
能
霊
性
を
開
発
し
て
正

当
に
生
活
す
る
」（『
人
生
の
帰
趣
』
第
一
章
（
こ
と
を
勧
説
す
る
際
、『
究
竟
一
乗

宝
性
論
』
巻
第
二
が
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
を
論
証
す
る
際
に
踏
ま
え
る
『
華
厳
経
』

巻
第
五
一
如
来
出
現
品
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
切
衆
生
を
利
益
す

る
如
来
智
慧
（sarva-sattva upajīvya jñāna

（
が
衆
生
身
中
に
具
足
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
凡
愚
の
衆
生
は
妄
想
顛
倒
執
着
の
た
め
に
そ
れ
を
知
ら
ず
覚

せ
ず
に
い
る
。
た
だ
そ
の
妄
想
を
離
れ
れ
ば
如
来
の
一
切
智
自
然
智
無
礙
智
は
現
前

す
る
と
い
う
（
11
（

。

　

と
こ
ろ
で
法
然
『
選
択
集
』
第
一
章
「
聖
道
浄
土
二
門
篇
」
は
、
冒
頭
に
『
涅
槃

経
』
の
講
説
者
で
あ
っ
た
道
綽
の
『
安
楽
集
』
第
三
大
門
に
出
る
「
一
切
衆
生
は
皆

佛
性
有
り
。
遠
劫
よ
り
以
来
ま
さ
に
多
佛
に
値
え
る
な
る
べ
し
。
何
に
因
っ
て
か
今

に
至
る
ま
で
な
お
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。
答
え
て
曰
く
、
大

乗
の
聖
教
に
依
る
に
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
、
以
て
生
死
を
排
は
ざ
る
に
由
る
」

を
引
用
し
て
い
る
。
浄
土
教
で
は
大
乗
仏
教
に
通
底
す
る
こ
う
し
た
人
間
観
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、
苦
を
厭
い
、
苦
の
滅
し
た
淨
楽
を
欣
う
仏
性
の
業
（『
究
竟
一
乗
宝

性
論
』
巻
第
三
、
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
品
は
そ
の
典
拠
を
『
勝
鬘
経
』
の
「
も
し
如

来
蔵
な
く
ん
ば
苦
を
厭
い
涅
槃
を
楽
求
す
る
こ
と
を
得
ず
」
に
み
る
。『
佛
性
論
』

巻
第
二
、
辨
相
分
第
四
事
能
品
第
四
は
そ
こ
を
「
清
浄
性
の
事
能
」
と
い
う
（
11
（

（
が
現

実
に
は
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
も
『
観
経
疏
』
玄
義
分

で
「
無
塵
の
法
界
は
凡
聖
齊
し
く
圓
か
に
、
両
垢
の
如
如
は
則
ち
普
く
含
識
を
該
ね
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山
﨑
弁
栄
の
仏
教

た
り
。
恒
沙
の
功
徳
寂
用
湛
然
た
り
。
但
し
以
る
に
垢
障
覆
う
こ
と
深
け
れ
ば
淨
体

顕
照
す
る
に
由
し
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。『
選
択
集
』
第
一
章
で
傍
ら
に
往
生
浄

土
を
明
か
す
論
書
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
『
宝
性
論
』
は
、
眞
如
の
無
差
別
か
ら
一
切

衆
生
悉
有
如
来
蔵
を
説
き
、
有
垢
眞
如
を
仏
性
、
如
来
蔵
と
説
い
て
い
る
。『
往
生

礼
讃
』
の
日
没
か
ら
日
中
ま
で
の
六
時
礼
讃
各
末
に
引
か
れ
る
「
哀
愍
し
て
我
を
覆

護
し
、
法
種
を
し
て
増
長
せ
し
め
、
此
の
世
及
び
後
の
生
を
、
願
わ
く
は
佛
常
に
攝

受
し
た
ま
え
」
は
、
如
来
蔵
経
典
『
勝
鬘
経
』（
求
那
跋
陀
羅
訳
（
に
出
る
偈
文
で

あ
り
（
11
（

、
日
没
末
に
引
か
れ
る
「
願
は
く
は
命
終
の
時
に
臨
ん
で
、
無
量
壽
佛
の
無
邊

の
功
徳
身
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
、
我
及
び
餘
の
信
者
、
既
に
彼
の
佛
を
見
已
り
、
願

わ
く
は
離
垢
の
眼
を
得
ん
（
11
（

」
は
、『
宝
性
論
』
校
量
信
功
徳
品
（
勒
那
摩
提
訳
（
の

偈
で
あ
る
こ
と
を
も
み
れ
ば
、
善
導
も
罪
悪
生
死
に
流
転
す
る
凡
夫
を
見
据
え
な
が

ら
も
、
大
乗
仏
教
に
通
底
す
る
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
人
間
観
を
踏
ま
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

厭
・
欣
は
聖
道
門
に
お
い
て
も
浄
土
門
に
お
い
て
も
一
対
と
な
っ
て
出
離
生
死
の

道
の
始
終
を
裏
づ
け
る
心
作
用
で
あ
る
が
（
1（
（

、
そ
れ
が
如
来
蔵
に
由
来
す
る
と
い
う

『
勝
鬘
経
』
の
所
説
を
『
宝
性
論
』
や
『
佛
性
論
』
が
仏
性
の
業
、
清
浄
性
の
事
能

と
説
く
義
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、『
勝
鬘
経
』
を
学
び
具
足
戒
を
受
け
た
曇
遷
（
五

四
二
‐
六
〇
七
（
が
、『
法
苑
珠
林
』
懴
悔
篇
に
伝
わ
る
十
悪
懴
悔
文
に
お
い
て
、

懴
悔
の
成
り
立
ち
を
「
佛
性
正
見
力
」
に
見
る
よ
う
に
、
滅
罪
や
心
淨
（「
鎌
倉
の

二
位
の
禅
尼
へ
進
す
る
御
返
事
」
に
「
た
た
浄
土
を
心
に
か
く
れ
は
、
心
淨
の
行
法

に
て
候
也
」
と
あ
る
（
11
（

（
を
も
た
ら
す
に
至
る
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
厭
欣
心
も
ま

た
仏
性
の
業
用
に
由
来
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
法
然
は
『
三
部
経

釈
』
に
お
い
て
善
導
『
往
生
礼
讃
』
前
序
に
出
る
「
弥
陀
世
尊
本
発
の
深
重
誓
願
、

光
明
名
号
を
以
て
十
方
を
摂
化
す
」
を
、「
光
明
の
縁
と
名
号
の
因
と
和
合
せ
ば
、

摂
取
不
捨
の
益
を
蒙
ら
ん
こ
と
疑
う
べ
か
ら
ず
」
と
受
け
止
め
て
い
る
（
11
（

。
弁
栄
も
ま

た
善
導
法
然
の
摂
化
論
・
摂
取
論
を
継
承
し
な
が
ら
、
仏
性
の
業
用
で
あ
る
厭
欣
心

の
発
動
と
実
動
を
、
光
明
（『
無
量
寿
経
』
の
十
二
光
（・
名
号
の
因
縁
和
合
論
に
よ

っ
て
講
説
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
一
見
特
異
と
思
わ
れ
る
弁
栄
仏
教
が
使
用
す
る
用
語
が
、
イ
ン
ド
仏
教
・

中
国
仏
教
の
経
論
や
釈
疏
に
由
来
し
、
そ
れ
ら
が
弁
栄
の
念
仏
三
昧
の
世
界
を
通
し

て
体
系
的
に
論
述
さ
れ
る
中
で
の
用
法
で
あ
る
こ
と
の
一
端
を
述
べ
て
み
た
。
こ
こ

に
取
り
上
げ
た
用
語
と
脈
絡
す
る
今
一
つ
の
特
色
的
な
語
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば

「
育
」
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
が
誕
生
し
初
期
仏
教
が
展
開
し
た
地
域
は
米
な
ど
が
育
つ

農
耕
地
帯
で
あ
る
。『
雜
阿
含
経
』
巻
第
四
「
耕
田
経
」
は
、
類
似
の
教
説
が
『
ス

ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
一
・
四
、『
サ
ム
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
七
・
二
・
一
、『
別
譯

雜
阿
含
経
』
一
三
・
一
五
、『
尊
婆
須
蜜
菩
薩
所
集
論
』
巻
第
十
、『
大
智
度
論
』
巻

第
二
十
二
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
（
11
（

。
そ
れ
は
世
尊
も
ま
た
心
田
を
耕
し
、
信
の
種
子
を

播
き
、
育
て
、
収
穫
し
、
食
す
る
耕
田
者
で
あ
る
こ
と
を
説
く
内
容
で
あ
る
。
法
然

に
は
「
衣
食
住
の
三
は
念
佛
の
助
業
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
自
身
安
穏
に
し
て
念
佛

往
生
を
遂
げ
ん
が
た
め
に
は
、
何
事
も
み
な
助
業
な
り
。
三
途
へ
返
る
べ
き
こ
と
を

す
る
身
を
だ
に
も
捨
て
難
け
れ
ば
、
顧
み
は
ぐ
く
む
ぞ
か
し
。
ま
し
て
往
生
ほ
ど
の

大
事
を
励
み
て
念
仏
申
さ
ん
身
を
ば
、
い
か
に
も
い
か
に
も
は
ぐ
く
み
助
く
べ
し
。

も
し
念
佛
の
助
業
と
思
わ
ず
し
て
身
を
貪
求
す
る
は
三
悪
道
の
業
と
な
る
。
極
楽
往

生
の
念
佛
申
さ
ん
が
た
め
に
自
身
を
貪
求
す
る
は
往
生
の
助
業
と
な
り
べ
き
な
り
。
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万
事
か
く
の
ご
と
し
」（
諸
人
伝
説
の
詞
（
11
（

（
と
い
う
法
語
が
あ
り
、
所
求
を
確
定
し

た
上
で
の
「
は
ぐ
く
み
」
を
重
視
し
強
調
し
て
い
る
。
自
他
兼
済
の
結
縁
と
し
て
細

字
米
粒
名
号
の
施
与
を
行
っ
た
弁
栄
の
著
述
に
は
（
11
（

、
第
二
節
で
も
引
用
し
た
よ
う
に

農
耕
風
土
に
由
来
す
る
喩
説
が
随
処
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
は
ぐ
く
み
」
に

注
視
す
る
と
こ
ろ
に
釈
尊
に
濫
觴
し
、
法
然
・
弁
栄
に
も
共
通
す
る
伝
統
的
土
壌
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
に
お
い
て
「
学
」
の
自
性
は
「
正
命
現
行
」

と
言
わ
れ
て
い
る
（『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
八
十
二
（
11
（

（。
そ
の
正
命
の
実
行
実
現
を
椎

尾
弁
匡
は
共
生
、
山
﨑
弁
栄
は
光
明
の
生
活
と
し
て
教
導
し
た
と
い
え
る
。
椎
尾
弁

匡
と
共
に
教
学
・
教
化
・
教
育
の
三
教
が
連
動
す
る
弁
栄
仏
教
は
、
仏
祖
釈
尊
や
宗

祖
法
然
に
通
底
す
る
仏
法
に
由
る
自
身
の
育
み
を
正
命
現
行
と
す
る
学
の
流
れ
を
汲

み
な
が
ら
、
そ
の
個
々
の
育
み
を
更
に
大
き
く
包
摂
す
る
育
む
智
悲
が
現
在
す
る
こ

と
を
、
自
内
証
と
仏
教
教
理
の
体
系
を
踏
ま
え
な
が
ら
伝
え
る
近
代
仏
教
な
の
で
あ

る
。

　　
　
註

（
（
（
昭
和
二
十
八
年
に
出
た
大
野
法
道
（
発
行
（『
椎
尾
博
士
と
共
生
』
の
編
集
部
に
よ
る

「
椎
尾
博
士
略
傳
（
履
歴
と
著
作
（」
に
は
、「
明
治
三
十
八
年
（
三
〇
歳
（
三
月
、
宗
教

動
学
の
論
文
を
社
会
学
（
建
部
琢
吾
教
授
（
に
出
す
こ
と
を
や
め
、「
梵
天
と
仏
陀
」
の

論
文
を
宗
教
学
（
姉
崎
正
治
教
授
（
に
提
出
す
る
」
と
あ
る
。
な
お
姉
崎
は
法
然
七
百

回
忌
を
前
に
し
た
明
治
四
十
二
年
四
月
の
『
宗
教
界
』
第
五
巻
第
四
號
、
法
然
上
人
特

集
号
に ʻH
onen,T

he Pietist Saint of Japanese Buddhism
ʼ 

を
寄
稿
し
て
い
る
。

姉
崎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
史
に
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
足
跡
を
残
し
た

イ
タ
リ
ア
の
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
（
一
一
八
一

－

一
二
二
六
（
と
、
日
本
仏
教
に

変
革
を
も
た
ら
し
た
法
然
（
一
一
三
三

－

一
二
一
二
（
と
い
う
、
十
三
世
紀
の
同
時
期

に
出
現
し
た
両
者
の
注
目
す
べ
き
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
対
置
す
る

も
の
と
し
て
は
原
勝
郎
『
日
本
中
世
史
』（
昭
和
４
年
（、
第
二
編
日
本
中
世
史
論
考
所

収
「
法
然
上
人
と
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
」
が
あ
る
。
新
村
出
の
序
文
に
よ
れ
ば
出
版
に
際
し

て
は
西
田
直
二
郎
が
校
正
等
に
当
た
っ
て
い
る
。

（
（
（
實
叉
難
陀
訳
『
入
楞
伽
経
』
巻
第
四
、
無
常
品
に
「
有
二
種
宗
法
相
。
何
等
為
二
種
。

謂
宗
趣
法
相
。
言
説
法
相
。
宗
趣
法
相
者
。
謂
自
所
證
殊
勝
之
相
。
離
於
文
字
語
言
分

別
。
入
無
漏
界
成
自
地
行
。
超
越
一
切
不
思
覚
。
伏
魔
外
道
。
生
智
慧
光
。
是
名
宗
趣

法
相
。
言
説
法
宗
者
。
謂
説
九
部
種
種
教
法
。
離
一
異
。
有
無
等
相
。
以
巧
方
便
随
衆

生
心
令
入
此
法
。
是
名
言
説
法
相
」
と
あ
る
。（
大
正
蔵
・
一
六
・
六
〇
九
上
（。
菩
提

留
支
訳
『
入
楞
伽
経
』
巻
第
五
、
佛
心
品
（
同
・
五
四
一
下
（、
求
那
跋
陀
羅
訳
『
楞
伽

阿
跋
多
羅
寶
経
』
巻
第
三
、
一
切
佛
語
心
品
（
同
・
四
九
九
中

－

下
（。
な
お
梵
文
原
典

で
は
「
宗
趣
法
相
」
と
「
言
説
法
相
」
は ʻsiddhānta-nayaʼ ʻdeśanā-nayaʼ  

と
な
っ

て
い
る
。
南
條
校
刊
本
一
四
八
頁
。
ヴ
ァ
イ
デ
ィ
ヤ
校
刊
本
六
〇
頁
。

（
（
（
無
著
造
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
巻
第
六
、
弘
法
品
に
「
偈
曰
。
自
證
不
可
説
。
引
物
説

法
性
。
法
身
寂
静
口
。
悲
流
如
蟒
吸
。
釋
曰
。
自
證
不
可
説
。
引
物
説
法
性
者
。
世
尊

不
説
自
所
證
法
。
由
不
可
説
故
。
爲
引
接
衆
生
。
復
以
方
便
。
而
説
法
性
。
問
云
何
方

便
。
答
法
身
寂
静
口
。
悲
流
如
蟒
吸
。
諸
佛
以
法
性
爲
身
。
寂
静
爲
口
。
極
廣
清
浄
離

二
障
故
。
以
大
慈
悲
流
出
教
網
。
引
接
衆
生
。
譬
如
大
蟒
張
口
吐
涎
。
吸
引
諸
物
。
一

切
諸
佛
身
口
悲
。
同
引
接
亦
爾
。
大
悲
無
盡
。
由
畢
竟
故
」
と
あ
る
（
大
正
蔵
・
三

一
・
六
一
八
下
（。
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
梵
文
校
刊
本
七
七
頁
。
な
お
世
親
釈
、
安
慧

釈
を
踏
ま
え
た
梵
文
解
読
研
究
に
「『
大
乗
荘
厳
経
論
』
和
訳
と
註
解
―
長
尾
雅
人
研
究

ノ
ー
ト
（
２
（」
が
あ
る
。

（
（
（
道
綽
『
安
楽
集
』
巻
下
、
第
四
大
門
第
二
「
據
此
經
宗
及
餘
大
乗
諸
部
凡
聖
修
入
多

明
念
佛
三
昧
以
要
門
」
で
は
、
念
仏
三
昧
を
宗
と
す
る
経
論
を
八
種
（
花
首
経
、
文
殊

般
若
経
、
涅
槃
経
、
観
経
等
、
般
舟
三
昧
経
、
大
智
度
論
、
華
嚴
経
、
海
龍
王
経
（
あ

げ
て
い
る
。
善
導
『
観
念
法
門
』
は
五
種
増
上
縁
中
の
見
佛
三
昧
増
上
縁
に
お
い
て
、

「
若
得
定
心
三
昧
及
口
称
三
昧
者
。
心
眼
即
開
見
彼
浄
土
一
切
荘
厳
。
無
窮
盡
也
」
と
、



四
一

　
　
　
　
山
﨑
弁
栄
の
仏
教

口
称
に
よ
る
三
昧
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
観
経
と
般
舟
三
昧
経
は
見

佛
浄
土
増
上
縁
、
文
殊
般
若
経
は
凡
夫
見
仏
三
昧
増
上
縁
を
説
く
際
に
引
用
し
て
い
る
。

『
文
殊
般
若
経
』
の
口
称
念
仏
に
つ
い
て
は
、
智
顗
『
摩
訶
止
観
』
巻
第
二
之
上
が
常
坐

三
昧
を
説
く
中
で
言
及
が
あ
り
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
前
序
は
起
行
を
説
く
中
で
言
及

し
て
い
る
。『
文
殊
般
若
経
』
の
梵
文
原
典
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
藤
田
宏
達
「
念

仏
と
称
名
」（『
印
度
哲
学
仏
教
学
』
第
３
号
（
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
（
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』
上
巻
（
大
正
蔵
・
三
七
・
一
〇
一
中
。
淨
全
・
五
・
二
二

下
（。
了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
巻
第
二
（
淨
全
・
一
四
・
五
四
上
（。
貞
極
『
如
来
十
號

和
解
』、『
如
来
十
號
隨
文
畧
讃
』（『
四
休
庵
貞
極
全
集
』
上
巻
所
収
（

（
（
（『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
一
四
雑
蘊
（
大
正
蔵
・
二
七
・
七
三
下

－
七
四
上
（

（
7
（『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
第
二
譬
喩
品
（
大
正
蔵
・
九
・
一
四
下
（。
巻
第
五
安
楽
行
品

（
同
・
三
八
中
（。

　
『
大
方
廣
華
厳
経
』
巻
第
三
六
離
世
間
品
（
同
・
六
三
二
下
（
な
ど
。

（
（
（『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
巻
上
應
盡
還
源
品
（
大
正
蔵
・
一
二
・
九
〇
五
下
（

（
9
（『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
一
六
梵
行
品
（
大
正
蔵
・
一
二
・
四
五
八
下

－

四
五
九
上
（。

『
選
択
傳
弘
決
疑
鈔
』
巻
第
一
幷
序
（
淨
全
・
七
・
一
八
八
上
（。
菩
薩
の
衆
生
済
度
の

慈
悲
を
表
す
「
極
愛
一
子
」
と
い
う
表
現
は
、
大
き
な
螺
髪
の
法
蔵
菩
薩
の
五
劫
思
惟

像
縁
起
類
に
も
見
ら
れ
る
。
拙
稿
「
五
劫
思
惟
弥
陀
像
縁
起
」（
福
原
隆
善
先
生
古
稀
記

念
論
集
『
佛
法
僧
論
』
第
二
巻
所
収
（。

　
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
三
八
迦
葉
菩
薩
品
（
同
・
五
九
〇
上
（。『
大
乗
理
趣
六
波
羅
蜜

経
』
巻
第
九
に
も
同
文
が
あ
る
。 

（
（0
（『
大
佛
頂
如
来
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
経
』
巻
第
五
（
大
正
蔵
・
一
九
・

一
二
八
上

－
下
（

（
（（
（『
西
方
要
決
釋
疑
通
規
』（
淨
全
・
六
・
六
〇
五
上
（。『
念
佛
鏡
』（
同
・
七
〇
五
下
（

『
樂
邦
文
類
』
巻
第
二
（
同
・
九
六
三
上
（。
そ
の
他
巻
第
二
（
同
九
七
八
下
（、
巻
第
四

（
同
・
一
〇
六
三
下
（。『
龍
舒
浄
土
文
』
巻
第
十
二
（
同
・
九
一
六
下
（。
迦
才
『
浄
土

論
』
巻
中
（
同
・
六
五
三
下
（
な
ど
。『
拾
遺
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
巻
下
「
往
生
浄
土
用

心
」（
昭
法
全
・
五
六
一
頁
（

（
（（
（『
正
法
念
處
經
』
巻
第
一
（
大
正
蔵
・
一
七
・
二
上
（。『
大
方
廣
善
行
方
便
經
』
巻
第

二
（
大
正
蔵
・
一
二
・
一
七
〇
上
（。『
大
寶
積
経
』
巻
第
百
十
淨
信
童
女
會
（
大
正

蔵
・
一
一
・
六
二
四
下

－

六
二
五
上
（

（
（（
（『
雑
阿
含
経
』
巻
第
一
八
（
大
正
蔵
・
二
・
一
三
一
中
（、
そ
の
他
、
巻
第
二
三

（
同
・
一
六
九
上
（
巻
第
四
一
（
同
・
三
〇
三
上
（
巻
第
四
五
（
同
・
三
三
〇
上
（、『
長

阿
含
経
』
巻
第
五
（
大
正
蔵
・
一
・
三
七
上
（
な
ど
。

（
（（
（
姉
崎
正
治
『
現
身
佛
と
法
身
佛
』
第
一
章
研
究
の
問
題
、
五
頁
。『
姉
崎
正
治
著
作

集
』
第
七
巻
。

（
（（
（『
無
量
寿
経
論
註
』
巻
下
（
淨
全
・
一
・
二
三
八
下
、
二
五
〇
下
（

（
（（
（『
安
楽
集
』
巻
上
（
淨
全
・
一
・
六
七
六
下
（。『
大
乗
同
性
経
』
巻
下
（
大
正
蔵
・
一

六
・
六
五
一
下
（、『
證
契
大
乗
経
』
巻
下
（
同
・
六
六
二
下
（。
な
お
こ
の
二
経
の
三
身

の
呼
称
と
列
挙
順
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
報
身
・
應
身
・
眞
身
、
満
資
用
身
・
化
身
・
自
性

身
と
な
っ
て
い
る
。

（
（7
（『
観
無
量
寿
経
疏
』
巻
第
一
（
淨
全
・
二
・
一
〇
下
（。『
往
生
礼
讃
』（
淨
全
・
四
・

三
五
六
下
（

（
（（
（『
逆
修
説
法
』（
昭
法
全
・
二
五
五
（。『
法
然
聖
人
御
説
法
事
』（
同
・
二
〇
七
（

（
（9
（
世
親
造
・
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
釋
』
巻
第
九
（
大
正
蔵
・
三
一
・
三
七
一
中
（、
眞
諦

訳
（
同
・
三
一
三
上
（。
ラ
モ
ッ
ト
校
刊
本
Ｘ
・
３
・
４
。
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論

－

和

訳
と
注
解
・
下
』
三
三
〇
頁
以
下
参
照
。『
大
乗
荘
厳
経
論
』
巻
第
三
（
大
正
蔵
・
三

一
・
六
〇
六
上

－

下
（。
な
お
こ
の
『
荘
厳
経
論
』
の
翻
訳
者
で
あ
る
波
羅
頗
迦
羅
蜜
多

羅
（
五
六
五

－

六
三
三
（
が
三
身
の
第
二
身
を
受
用
身
で
は
な
く
食
身
と
訳
出
し
て
い

る
こ
と
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
生
命
と
食
―
仏
教
食
育
論
―
」（
佛
教
大
学
国
際

学
術
研
究
叢
書
１
『
生
命
論
と
霊
性
文
化
―
仏
教
へ
の
問
い
―
』
に
お
い
て
取
り
上
げ

た
。

（
（0
（『
成
唯
識
論
』
巻
第
十
（
大
正
蔵
・
三
一
・
五
七
下
（、『
佛
地
経
論
』
巻
第
七
（
大
正

蔵
・
二
六
・
三
二
五
下
（。
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
釋
』
巻
第
十
三
（
同
・
二
四
九
下
（。



四
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

ド
ゥ
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
の
仏
訳
研
究
第
二
巻
七
〇
四
頁
。
良
忠
『
安
楽
集
私

記
』
巻
上
（
淨
全
・
一
・
七
二
五
上
（

（
（（
（『
人
生
の
帰
趣
』（
岩
波
文
庫
本
一
〇
八
頁
（

（
（（
（
中
村
元
『
慈
悲
』
第
五
章
慈
悲
の
倫
理
的
性
格
、
一
二
六
頁
。
な
お
英
文
に
よ
る
山

﨑
弁
榮
の
紹
介
と
し
て
、M

alalasekela(ed)

：Encyclopaedia of Buddhism
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N
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が
あ
る
。

（
（（
（
聖
冏
『
傳
通
記
糅
鈔
』
巻
四
（
淨
全
・
三
・
一
一
一
下
（。
良
忠
『
選
択
傳
弘
決
疑

鈔
』
巻
第
二
（
同
・
二
二
二
上
（。

（
（（
（『
観
経
玄
義
分
傳
通
記
』
巻
第
一
（
淨
全
・
二
・
八
六
下
（。『
傳
通
記
糅
鈔
』
巻
第
四

（
同
・
一
一
一
上
（

（
（（
（『
観
無
量
寿
経
釈
』（
昭
法
全
・
一
二
六
頁
（。「
要
義
問
答
」（
同
・
六
二
六
頁
（。「
七

箇
条
起
請
文
」（
昭
法
全
・
八
一
一

－

八
一
二
頁
（

（
（（
（『
辨
榮
聖
者
光
明
大
系　

難
思
光
無
稱
光
超
日
月
光
』
三
〇
頁
以
下
。

（
（7
（『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
二
九
雑
蘊
（
大
正
蔵
・
二
七
・
一
五
〇
下

－

一
五
一

上
（「
此
中
非
善
士
法
者
。
謂
有
一
類
。
愛
則
妨
敬
。
敬
則
妨
愛
。
愛
妨
敬
者
。
如
有
父

母
於
子
寵
極
。
子
於
父
母
有
愛
無
敬
。
師
於
弟
子
應
知
亦
然
。
此
等
名
爲
愛
則
妨
敬
敬

妨
愛
者
。
如
有
父
母
於
子
嚴
酷
。
子
於
父
母
有
敬
無
愛
。
師
於
弟
子
應
知
亦
然
。
此
等

名
爲
敬
則
妨
愛
。
如
是
�
名
非
善
士
法
。
善
士
法
者
。
謂
有
一
類
。
愛
則
加
敬
敬
則
加

愛
。
愛
敬
�
行
名
善
士
法
。
若
有
此
法
増
上
圓
満
。
應
知
即
是
廣
大
有
情
。
如
是
有
情

甚
爲
難
得
。
世
若
無
佛
。
此
類
難
遇
。
設
令
有
者
是
大
菩
薩
。
諸
大
菩
薩
愛
敬
必

�
。・
・
問
敬
以
何
爲
自
性
。
答
敬
以
慚
為
自
性
」。『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
巻
第
四
（
大

正
蔵
・
二
九
・
二
一
上
（。『
阿
毘
達
磨
�
舎
釋
論
』
巻
第
三
（
同
・
一
八
〇
上

－

中
（。

（
（（
（
了
慧
『
選
択
集
大
鋼
抄
』
巻
下
（
淨
全
・
八
・
四
五

－

四
六
（。
聖
冏
『
決
疑
鈔
直

牒
』
巻
第
九
（
淨
全
・
七
・
五
七
二
上
（

（
（9
（『
辨
榮
聖
者
光
明
大
系　

無
礙
光
』
前
篇
「
如
来
は
絶
対
無
上
尊
に
し
て
無
上
の
尊
敬

を
払
ふ
ほ
か
ま
た
如
来
を
愛
楽
す
る
情
は
進
む
な
り
。
然
れ
ど
も
世
に
敬
有
っ
て
愛
な

き
あ
り
、
愛
し
て
敬
せ
ざ
る
あ
り
、
ま
た
敬
愛
共
に
行
は
る
あ
り
、
宗
教
心
は
愛
と
敬

と
共
に
活
動
し
て
始
め
て
真
の
価
あ
る
宗
教
心
と
な
る
」（
五
二

－

五
三
頁
（

（
（0
（『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
巻
第
一
本
地
分
中
三
法
品
第
一
「
何
等
爲
信
。
謂
於
有
體
有

徳
有
能
忍
可
清
浄
希
望
爲
體
。
樂
欲
所
依
業
」（
大
正
蔵
・
三
一
・
六
六
四
中
（。『
顕
揚

聖
教
論
』
巻
第
一
摂
事
品
第
一
（
同
・
四
八
一
中
（。『
成
唯
識
論
』
巻
第
六
（
同
・
二

九
中

－

下
（。
こ
う
し
た
大
乗
論
書
に
見
ら
れ
る
信
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
藤
田
宏
達

「
原
始
仏
教
に
お
け
る
信
の
形
態
」（『
北
海
道
大
学
文
學
部
紀
要
』
第
六
號
（、
澤
田
謙

照
「
佛
教
に
於
け
る
信
の
本
質
と
そ
の
構
造
」（『
佛
教
文
化
研
究
』
第
九
號
（、
高
崎
直

道
「
如
来
蔵
説
に
お
け
る
信
の
構
造
」（『
駒
澤
大
學
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
二
十
三

號
（
を
参
照
。

（
（（
（
了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
巻
第
三
（
淨
全
・
一
四
・
九
〇
上

－

下
（。
義
山
『
無
量
寿
経

隨
聞
講
録
』
巻
上
之
三
（
同
・
三
二
一
上

－

三
二
二
下
（。
良
忠
『
選
択
傳
弘
決
疑
鈔
』

巻
第
四
（
淨
全
・
七
・
二
七
七
（
で
は
深
心
に
関
す
る
註
解
で
踏
ま
え
て
い
る
。
義
山

は
『
成
唯
識
論
』
の
説
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

實
因忍
─
信
二
實
相
ヲ一　

謂
ク
於
二
諸
法
ノ
實
ノ
事
ト
理
ト
ノ
中
ニ一
深
ク
信
忍
ス
ル
カ
故
ニ

　

信
三　

徳
果樂
─
信
二
有
徳
ヲ一　

謂
ク
於
二
三
寶
眞
淨
ノ
徳
ノ
中
ニ一
深
ク
信
樂
ス
ル
カ
故
ニ

能
果欲
─
信
二
有
能
ヲ一　

謂
ク
於
二
一
切
世
ト
出
世
ト
ノ
善
ニ一
深
ク
信
有
レ
力
能
得
シ
能
成
ン
ト　

起
カ二
希
望
ヲ一
故
ニ

（
（（
（
良
忠
『
観
経
疏
傳
通
記
』
散
善
義
巻
第
一
（
淨
全
・
二
・
三
八
〇
下
（、『
選
択
傳
弘

決
疑
鈔
』
巻
第
四
（
淨
全
・
七
・
二
九
五
（、『
浄
土
宗
要
集
』
巻
第
四
、
第
十
六
三
心

名
義
如
何
（
淨
全
・
十
一
・
七
八
上　

以
下
（

（
（（
（
道
綽
『
安
楽
集
』
巻
下
（
淨
全
一
・
七
〇
三
（。
善
導
が
『
観
経
疏
散
善
義
』
巻
第
四

の
廻
向
発
願
心
釈
で
「
我
之
所
愛
即
是
我
有
縁
之
行
。
即
非
汝
所
求
。
汝
之
所
愛
即
是

汝
有
縁
之
行
。
亦
非
我
所
求
」
と
い
う
場
合
の
愛
の
用
法
に
も
こ
の
よ
う
な
不
染
汚
の

愛
を
信
と
見
る
伝
統
が
あ
る
。
曇
鸞
『
無
量
寿
経
論
註
』
巻
下
（
淨
全
・
一
・
二
五
三
（

（
（（
（
鎌
田
茂
雄
『
宗
密
教
学
の
思
想
史
的
研
究
』
第
三
章
宗
密
に
お
け
る
儒
佛
道
三
教
―



四
三

　
　
　
　
山
﨑
弁
栄
の
仏
教

特
に
『
原
人
論
』
に
つ
い
て
―
を
参
照
。

（
（（
（
宗
密
『
原
人
論
』（
大
正
蔵
・
四
五
・
七
〇
七
下
（。
こ
の
書
の
註
解
書
と
し
て
は
趙

宋
の
晋
水
淨
源
（
一
〇
一
一

－

一
〇
八
八
（
の
『
原
人
論
發
微
録
』
三
巻
が
知
ら
れ
て

い
る
。
浄
土
宗
で
は
江
戸
中
期
、
増
上
寺
第
三
十
九
世
冏
鑑
（
一
六
五
三

－

一
七
三

二
（
が
こ
の
『
發
微
録
』
や
、
元
の
英
宗
至
治
二
年
（
一
三
二
二
（
に
長
安
大
開
元
寺

沙
門
圓
覺
が
撰
述
し
た
『
原
人
論
解
』
三
巻
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
四
（
正
月
六
日
に
上
梓
し
た
『
華
厳
原
人
論
續
解
』
三
巻
、
文
政
七
年
（
一
八

二
四
（
に
そ
れ
を
初
学
者
向
け
に
著
わ
し
た
三
縁
山
惠
照
律
院
普
門
圓
通
（
一
七
五
四

－

一
八
三
四
（
の
『
畧
解
羽
翼
原
人
論
』
一
巻
、
岸
上
恢
嶺
（
一
八
三
九

－
一
八
八

五
（
が
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
（
一
月
に
上
梓
し
た
『
科
註
原
人
論
』
一
巻
が
知
ら

れ
て
い
る
。
冏
鑑
の
書
は
明
治
十
年
に
再
刻
さ
れ
て
い
る
。
恢
嶺
の
書
も
明
治
十
八
年

に
増
補
版
（
完
（
が
刊
行
さ
れ
、
明
治
十
四
年
に
は
『
科
註
原
人
論
講
義
』
五
巻
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
「
三
縁
山
志
序
」
に
よ
れ
ば
、
攝
門
（
一
七
八
二

－

一
八
三

九
（
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
（
七
月
廿
日
、
増
上
寺
に
お
い
て
『
華
厳
原
人
論
』
の

講
莚
を
開
き
、
講
解
三
巻
を
撰
述
し
た
と
い
う
（
淨
全
・
一
九
・
二
四
二
上
（。

（
（（
（
岸
上
恢
嶺
『
科
註
原
人
論
講
義
』
巻
第
一
（
十
八
左

－

二
十
三
右
（。
山
﨑
弁
栄
以
降

で
「
霊
性
」
を
取
り
上
げ
た
鈴
木
大
拙
は
、
昭
和
二
十
二
年
一
月
に
出
た
『
談
論
』
第

一
巻
第
六
號
「
廣
長
舌
」
で
霊
性
に
つ
い
て
、「
自
然
は
自
（
み
づ
か
ら
（
を
知
ら
し
め

ん
が
た
め
又
自
を
表
現
せ
ん
が
た
め
人
間
を
創
り
出
し
て
而
し
て
人
間
に
種
々
の
機
関

を
附
与
し
た
。・
・
併
し
自
然
は
人
間
に
五
官
以
上
を
与
え
て
居
る
。
五
官
の
よ
う
な
感

性
的
で
な
い
も
の
、
即
ち
人
間
に
知
性
が
あ
り
又
そ
の
上
に
霊
性
が
あ
る
。
自
然
は
こ

れ
で
自
知
及
自
現
の
目
的
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
知
性
も
霊
性
も
感
性
的
機
関
の
媒

介
に
よ
り
て
其
効
率
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
機
関
間
に
お
け
る
関
係
が
い

つ
も
物
理
的
必
然
性
で
な
く
霊
性
的
自
由
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

（
（7
（『
究
竟
一
乗
寶
性
論
』
巻
第
二
（
大
正
蔵
・
三
一
・
八
二
七
上

－

中
（。『
大
方
廣
佛
華

厳
経
』
巻
第
五
一
如
来
出
現
品
（
大
正
蔵
・
十
・
二
七
二
下
（。
如
来
性
起
品
（
同
・

九
・
六
二
四
上
（。
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
梵
文
校
刊
本
二
三

－

二
四
頁
。
高
崎
直
道
「
華
厳
教

学
と
如
来
蔵
思
想
―
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
性
起
」
思
想
の
展
開
」（
中
村
元
編
『
華
厳
思

想
』
所
収
（
を
参
照
。
な
おʻupajīvyaʼ

と
い
う
未
来
受
動
分
詞
形
の
語
は
「
生
を
資
助

す
る
」
と
「
依
存
さ
れ
る
べ
き
」
と
い
う
意
味
を
兼
ね
備
え
、『
宝
積
経
』
迦
葉
品
が
地

水
火
風
の
四
大
の
作
用
を
以
て
菩
薩
の
徳
を
述
べ
る
文
脈
で
は
、
地
大
が
無
分
別
・
不

求
無
求
に
発
揮
す
る
依
止
・
所
依
と
い
う
は
た
ら
き
を
表
す
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
梵
文
校
刊
本
§
（9
。「
譬
如
一
切
大
地
衆
生
所
用
。
無
分
別
心
不
求
其

報
」（『
大
寶
積
経
』
巻
第
一
一
二
普
明
菩
薩
會
。
大
正
蔵
・
一
一
・
六
三
三
上
（。「
譬

如
大
地
與
一
切
衆
生
爲
其
所
依
令
長
養
。
而
彼
地
大
於
其
衆
生
無
求
無
愛
」（『
大
迦
葉

問
大
寶
積
正
法
経
』
巻
第
二
。
大
正
蔵
・
一
二
・
二
〇
五
上
（

（
（（
（『
究
竟
一
乗
寶
性
論
』
巻
第
三
（
大
正
蔵
・
三
一
・
八
三
一
上
（。『
勝
鬘
師
子
吼
一
乗

大
方
便
方
廣
経
』
自
性
清
浄
章
第
十
三
（
大
正
蔵
・
一
二
・
二
二
二
下
（、『
大
寶
積

経
』
巻
一
一
九
勝
鬘
夫
人
會
（
大
正
蔵
・
一
一
・
六
七
七
下
（。『
佛
性
論
』
巻
第
二

（
同
・
七
九
九
下
（

（
（9
（『
勝
鬘
経
』（
大
正
蔵
・
一
二
・
二
一
七
上
（。
善
導
『
往
生
礼
讃
』（
淨
全
・
四
・
三

五
九
上
、
三
六
二
下
、
三
六
四
下
、
三
六
七
上
、
三
七
〇
上
、
三
七
三
下
（。
ま
た
こ
の

偈
は
曇
鸞
『
讃
阿
弥
陀
佛
偈
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。（
淨
全
・
一
・
二
一
〇
下
、
二

一
八
上
（

（
（0
（『
究
竟
一
乗
寶
性
論
』
巻
第
四
（
大
正
蔵
・
三
一
・
八
四
八
上
（、
善
導
『
往
生
礼

讃
』（
淨
全
・
四
・
三
五
九
下
（。
迦
才
『
浄
土
論
』
巻
中
（
浄
全
・
六
・
六
五
五
上
（

に
は
「
寶
性
論
云
」
と
し
て
こ
の
偈
を
引
用
し
、
ま
た
類
似
す
る
真
諦
訳
の
世
親
『
摂

大
乗
論
釋
』
巻
第
一
五
に
出
る
「
衆
寶
界
如
覺
徳
業　

我
説
句
義
所
生
善　

因
此
願
悉

見
彌
陀　

由
得
淨
眼
成
正
覺
」（
大
正
蔵
・
三
一
・
二
七
（
を
「
攝
大
乗
論
云
」
と
し
て

引
用
し
て
い
る
（
淨
全
・
六
・
六
五
六
上
（。
良
忠
『
選
択
傳
弘
決
疑
鈔
』
巻
第
一
は

『
選
択
集
』
第
一
章
が
傍
ら
に
往
生
浄
土
を
明
か
す
の
論
と
し
て
『
宝
性
論
』
の
名
を
あ

げ
る
こ
と
に
関
し
て
こ
の
偈
を
引
用
し
て
い
る
（
淨
全
・
七
・
二
〇
四
上
（。
道
世
撰

『
法
苑
珠
林
』
巻
第
八
六
懴
悔
篇
所
収
、
曇
遷
の
十
悪
懴
悔
文
の
末
尾
に
も
こ
の
偈
が
引



四
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

用
さ
れ
て
い
る
（
大
正
蔵
・
五
三
・
九
一
八
下
（。

（
（（
（
厭
・
欣
を
善
の
心
所
と
し
て
説
く
の
は
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
一
四
三
、

根
蘊
（
大
正
蔵
・
二
七
・
七
三
七
中
（、『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
巻
第
一
一
、
辨
差
別

品
（
大
正
蔵
・
二
九
・
三
九
一
中
（。『
入
阿
毘
達
磨
論
』
巻
上
（
大
正
蔵
・
二
八
・
九

八
二
中
（
は
行
蘊
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
（（
（『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
巻
第
十
三
（
昭
法
全
・
五
三
一
（。『
西
方
指
南
抄
』
巻
中
末
。

『
法
然
上
人
傳
記
（
九
卷
伝
（』
巻
第
三
上
（『
法
然
上
人
傳
全
集
』
三
六
二
上
（

（
（（
（『
往
生
礼
讃
』（
淨
全
・
四
・
三
六
五
下
（、『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
巻
第
十
一
「
三
部

経
釈
」（
昭
法
全
・
三
一
（

（
（（
（『
雑
阿
含
経
』
巻
第
四
（
大
正
蔵
・
二
・
二
七
上
（、『
別
譯
雜
阿
含
経
』
巻
第
一
三

（
同
・
四
六
六
中
（、『
尊
婆
須
蜜
菩
薩
所
集
論
』
巻
第
十
（
大
正
蔵
・
二
八
・
八
〇
五

下
（、『
大
智
度
論
』
巻
第
二
二
（
大
正
蔵
・
二
五
・
二
二
三
下
（。Sn（.uraga

‐

vagga（,SN
.sagātha

‐vagga7.（（.

　

古
代
イ
ン
ド
の
農
業
や
米
作
に
つ
い
て
は
、
岩
本
裕
「
古
代
イ
ン
ド
の
農
業
」（『
古

代
史
講
座
』
第
八
巻
所
収
（、
同
「
古
代
イ
ン
ド
の
農
書
『
ク
リ
シ
＝
パ
ラ
ー
シ
ャ
ラ
』

に
つ
い
て
」（
古
代
學
協
會
誌
『
古
代
文
化
』
第
十
七
巻
第
一
號
（
を
参
照
。
前
者
で
は

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
父
の
名
に
あ
るodana

に
つ
い
て
、「
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
以
後

で
は
〈
米
の
粥
〉
の
み
を
オ
ー
ダ
ナ
と
称
し
た
」、
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
「
イ
ン
ド
人
は

牛
乳
で
煮
い
た
米
の
粥
を
食
べ
る
」
と
い
う
記
録
は
、
こ
の
オ
ー
ダ
ナ
の
こ
と
で
あ
る

と
指
摘
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
「
父
の
弟
三
人
も
す
べ
てodana

を
名
の
後
節
に

有
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
おodana 

がam
r

4ta

と
見
な
さ
れ
て
い
る
事
例
も

あ
る
（A

V
.（（.（.（

（。
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
記
述
は
断
片
（7
。

（
（（
（『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
巻
・
第
一
五
「
諸
人
伝
説
の
詞
」（
昭
法
全
・
四
六
二
頁
（

（
（（
（
田
中
木
叉
『
日
本
の
光
』
所
載
、
道
・
近
国
巡
行
、
八
八
頁
（
第
一
版
（、
八
七
頁

（
第
三
版
（

（
（7
（『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
八
二
（
大
正
蔵
・
三
〇
・
七
五
七
中
（

＊
本
稿
は
開
山
山
﨑
弁
栄
上
人
百
回
忌
記
念
出
版
『
山
﨑
弁
栄
上
人
論
集
』（
霊
鷲
山
善
光

寺
発
行
。 

令
和
元
年
八
月
（
に
寄
稿
し
た
拙
稿
に
修
正
増
補
と
注
記
を
加
え
た
も
の
で
す
。

再
録
に
ご
配
慮
下
さ
っ
た
山
﨑
智
証
御
住
職
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。



四
五

　
　
　
　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

一　

は
じ
め
に

　

廬ろ

山ざ
ん

の
慧え

遠お
ん

（
三
三
四

－

四
一
六
年
（
は
そ
の
最
晩
年
、
廬
山
に
仏
影
台
を
作
り
、

仏
影
を
画
い
て
仏
の
徳
を
讃
嘆
し
、「
仏
影
銘
」
を
書
い
た
。
こ
の
銘
は
、
仏
駄
跋

陀
羅
等
が
西
北
イ
ン
ド
で
著
名
な
仏
影
窟
に
参
詣
し
、
そ
の
様
子
を
慧
遠
に
伝
え
た

こ
と
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
そ
の
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
の
思
想
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。「
仏

影
銘
」
に
お
い
て
は
、
法
身
と
そ
の
応
現
の
考
え
が
特
徴
的
に
現
わ
れ
、
ま
た
感
応

の
思
想
も
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
（
（
（

。
こ
の
両
者
に
注
意
し
つ
つ
論
を
進
め
て

い
き
た
い
。

　

論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』「
仏
影
銘
訳

注
（
（
（

」
な
ら
び
に
横
超
慧
日
著
『
中
国
仏
教
の
研
究　

第
二
』
所
収
「
大
乗
大
義
章
研

究
序
説
」「
大
乗
大
義
章
に
お
け
る
法
身
説
（
（
（

」
を
常
に
参
照
し
、
多
く
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

二　

仏
影
台
の
成
り
立
ち

　

慧
遠
は
そ
の
「
仏
影
銘
」（『
広
弘
明
集
』
巻
十
五
（（
大
正
蔵
五
二
・
一
九
七
・

下
～
一
九
八
・
中
（
の
序
に
、
仏
影
台
を
築
く
に
い
た
っ
た
由
来
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
（
（
（

。

遠
昔
尋
先
師
、
奉
侍
歴
載
、
雖
啓
蒙
慈
訓
、
託
志
玄
籍
、
毎
想
奇
聞
以
篤
其
誠
。

（
慧
（
遠
、
昔
、
先
師
を
尋
ね
、
奉
侍
す
る
こ
と
載と
し

を
歴ふ

。
蒙
を
慈
訓
に
啓
き
、

志
を
玄
籍
に
託
す
と
雖
も
、
毎つ
ね

に
奇
聞
を
想
い
て
以
て
其
の
誠
を
篤
く
す
。

慧
遠
は
、
先
師
道
安
の
も
と
で
長
年
、
学
問
を
重
ね
て
い
た
が
、
天
竺
の
め
ず
ら
し

い
話
を
聞
い
て
求
道
の
誠
を
深
め
た
い
と
常
に
願
っ
て
い
た
。

遇
西
域
沙
門
、
輒
餐
遊
方
之
説
、
故
知
有
仏
影
、
而
伝
者
尚
未
暁
然
。

西
域
の
沙
門
に
遇あ

う
に
、
輒
ち
遊
方
の
説
を
餐
す
。
故
に
仏
影
有
る
を
知
れ
ど

も
、
而
も
伝
う
る
者
も
尚
お
未
だ
暁
然
た
ら
ず
。

そ
こ
で
西
域
か
ら
や
っ
て
き
た
沙
門
に
遇
う
た
び
ご
と
に
、
旅
行
の
話
を
聞
く
こ
と

に
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
西
域
に
著
名
な
仏
影
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
は
い
た
が
、

た
だ
話
を
し
て
く
れ
た
も
の
も
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

及
在
此
山
、
値
罽
賓
禅
師
、
南
国
律
学
道
士
、
与
昔
聞
既
同
、
並
是
其
人
遊
歴

所
経
、
因
其
詳
問
乃
多
先
徴
。

此
の
山
に
在
る
に
及
ん
で
、
罽
賓
禅
師
・
南
国
律
学
道
士
に
値あ

う
。
昔
聞
く
と

こ
ろ
と
既
に
同
じ
に
し
て
、
並
び
に
是
れ
其
の
人
の
遊
歴
し
て
経
る
所
な
り
。

因
り
て
其
れ
詳
問
す
る
に
乃
ち
先
徴
多
し
。

　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て　

　
�

鵜　

飼　

光　

昌　



四
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

こ
の
山
（
廬
山
（
に
来
る
に
お
よ
ん
で
罽
賓
禅
師
と
南
国
律
学
道
士
に
会
い
、
話
を

聞
い
た
と
こ
ろ
以
前
聞
い
て
い
た
話
と
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
実
際
こ
の
人
た
ち
が
見

聞
し
て
こ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
詳
し
く
訊
ね
て
み
る
と
、
以
前
か
ら

聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
点
が
多
く
あ
っ
た
。

慧
遠
は
仏
影
台
を
築
く
に
い
た
る
端
緒
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
こ
に
い
う
「
罽
賓
禅
師
」
は
、
罽
賓
地
方
で
禅
を
修
め
た
沙
門
と
い
う
こ
と
で
、

具
体
的
に
は
仏
駄
跋
陀
羅
を
指
し
（
（
（

、「
南
国
律
学
道
士
」
は
、
法
顕
を
指
す
（
（
（

。
こ
の

二
人
が
西
域
で
著
名
な
「
那
伽
訶
羅
国
」（『
法
顕
伝
』
で
は
「
那
竭
国
城
」（
の
仏

影
窟
の
見
聞
を
慧
遠
に
伝
え
た
。

　

仏
駄
跋
陀
羅
は
、
中
国
名
は
覚
賢
、
そ
の
先
祖
は
迦
維
羅
衛
の
人
で
、
祖
父
の
代

に
北
天
竺
に
移
り
、
那
呵
利
城
で
出
生
し
た
。
若
く
し
て
禅
と
律
で
名
声
を
馳
せ
た
。

同
学
の
僧
伽
達
多
と
罽
賓
に
遊
び
、
大
禅
師
仏
大
先
に
学
ん
だ
。
中
国
か
ら
来
た
沙

門
で
、
仏
大
先
門
下
で
同
門
で
あ
っ
た
智
厳
に
伴
わ
れ
て
中
国
に
渡
り
、
長
安
の
鳩

摩
羅
什
の
も
と
に
赴
い
た
。
し
か
し
羅
什
教
団
と
折
り
合
わ
ず
、
弟
子
の
慧
観
等
四

十
人
と
と
も
に
廬
山
の
慧
遠
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。
廬
山
で
慧
遠
の
請
に
よ
り
、

『
修
行
方
便
禅
経
』
を
訳
し
た
。
ま
た
お
そ
ら
く
『
観
仏
三
昧
海
経
』
も
廬
山
で
訳

出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
建
康
に
行
き
、
法
顕
将
来
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』
を
訳

し
、
ま
た
『
六
巻
泥
洹
経
』
を
法
顕
と
共
に
訳
し
、
さ
ら
に
六
十
巻
『
華
厳
経
』
の

翻
訳
に
従
事
し
た
。『
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
仏
駄
跋
陀
羅
の
翻
訳
は
、
十
五
部
、

百
十
七
巻
あ
っ
た
と
い
う
（
7
（

。

　
『
観
仏
三
昧
海
経
』
十
巻
十
二
品
は
観
仏
三
昧
を
説
い
た
大
乗
経
典
で
あ
り
、「
観

仏
三
昧
海
」
と
は
三
昧
中
に
十
方
諸
仏
の
仏
海
を
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
（
（

。
仏
の
頂

上
肉
髻
相
か
ら
足
下
平
満
相
ま
で
の
仏
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
相
を
繋
念
す
べ
き
こ
と
が

説
か
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
眉
間
白
毫
相
が
特
に
重
視
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
相
好
の

な
か
で
眉
間
白
毫
相
の
功
徳
が
最
勝
で
あ
り
、
そ
こ
に
思
い
を
掛
け
る
と
九
十
六
憶

那
由
他
恒
河
沙
微
塵
数
劫
の
生
死
の
罪
が
除
か
れ
る
と
さ
れ
る
（
9
（

。
ま
た
そ
れ
と
と
も

に
雑
多
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
譬
喩
説
話
が
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

に
、
那
竭
国
に
お
け
る
釈
迦
文
仏
の
毒
龍
教
化
の
説
話
が
あ
る
（
（1
（

。

　

訳
者
の
仏
駄
跋
陀
羅
は
、
那
呵
利
城
、
す
な
わ
ち
那
竭
国
城
で
生
ま
れ
た
人
な
の

で
、『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
訳
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
巻
七
「
観
四
威
儀
品
」
中
に
、

出
身
地
で
著
名
で
あ
っ
た
那
竭
国
の
仏
影
窟
の
話
を
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
（
（（
（

。

　

那
竭
国
に
羅
刹
穴
が
あ
り
、
五
の
羅
刹
女
が
い
た
。
化
し
て
女
龍
と
な
り
、
毒
龍

と
交
わ
り
、
毒
龍
は
雹
を
降
ら
せ
、
羅
刹
は
乱
行
し
て
、
飢
饉
や
疾
病
が
四
年
も
続

い
た
。
国
王
は
釈
迦
文
仏
に
悪
龍
や
羅
刹
を
改
心
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
た
。
釈

迦
文
仏
は
そ
の
願
い
を
入
れ
、
大
迦
葉
や
大
目
�
連
、
舎
利
弗
、
大
迦
栴
延
ら
の
大

弟
子
千
二
百
五
十
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
五
百
人
の
比
丘
を
有
さ
し
め
、
か
つ
神
変
を
行

わ
せ
た
。
ま
た
四
天
王
・
釈
提
桓
因
・
梵
天
王
・
無
数
の
天
子
・
百
千
の
天
女
は
、

礼
拝
し
七
重
に
囲
繞
し
て
、
仏
に
侍
従
し
た
。
仏
は
一
万
八
千
の
大
化
仏
を
化
作
し
、

そ
れ
ぞ
れ
光
明
を
放
た
せ
た
。
自
身
は
こ
れ
ら
多
く
の
弟
子
、
諸
天
、
天
女
に
随
従

さ
れ
つ
つ
、
虚
空
を
歩
ん
で
、
雁
王
が
翔
ぶ
よ
う
に
、
那
竭
国
に
至
っ
た
。
そ
こ
で

さ
ま
ざ
ま
な
神
変
を
現
わ
し
、
仏
力
に
よ
っ
て
悪
龍
や
羅
刹
女
を
改
心
さ
せ
た
。
そ

し
て
そ
の
姿
を
窟
中
に
仏
影
と
し
て
留
め
、
悪
龍
や
羅
刹
に
そ
の
姿
を
観
ぜ
し
め
、

悪
事
を
行
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
（
（1
（

。

　

当
時
仏
教
が
き
わ
め
て
盛
ん
だ
っ
た
罽
賓
や
西
接
す
る
那
竭
国
は
、
実
際
に
は
釈

迦
が
布
教
し
た
場
所
で
は
な
い
。
そ
こ
で
仏
教
徒
た
ち
は
そ
の
場
所
を
釈
迦
遺
跡
地

と
す
る
た
め
、
罽
賓
で
は
四
天
王
奉
上
の
仏
鉢
の
話
を
、
那
竭
国
で
は
如
上
の
仏
影



四
七

　
　
　
　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

窟
の
話
を
、
そ
れ
ぞ
れ
創
作
し
て
そ
の
地
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
（
（1
（

。

　

慧
遠
は
、
か
ね
て
か
ら
釈
尊
思
慕
の
念
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
廬
山
で
仏
駄

跋
陀
羅
や
法
顕
の
話
（
（1
（

を
聞
き
、
仏
影
台
を
築
い
て
、
仏
影
を
画
き
、
こ
の
企
て
を
さ

ら
に
優
れ
た
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
謝
霊
運
等
に
も
仏
影
の
銘
の
制
作
を
依
頼
し

て
い
る
。

　

こ
の
仏
影
台
が
築
か
れ
、
銘
が
彫
り
付
け
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、「
仏
影

銘
」
跋
に
記
述
が
あ
る
。

晋
義
熙
八
年
、
歳
在
壬
子
、
五
月
一
日
、
共
立
此
台
、
擬
像
本
山
、
因
即
以
寄

誠
、
雖
成
由
人
匠
而
功
無
所
加
、
至
於
歳
次
星
紀
、
赤
奮
若
貞
于
太
陰
之
墟
、

九
月
三
日
乃
詳
撿
別
記
、
銘
之
於
石
。

晋
の
義
熙
八
年
、
歳
は
壬
子
に
在
り
、
五
月
一
日
、
共
に
此
の
台
を
立
て
、
像

を
本
山
に
擬
す
。
因
り
て
即
ち
以
て
誠
を
寄
す
。
成
る
に
人
匠
に
由
る
と
雖
も
、

功
、
加
う
る
所
無
し
。
歳
、
星
紀
に
次や
ど

り
、
赤
奮
若
、
太
陰
の
墟
に
貞あ

た
る
に

至
り
、
九
月
三
日
に
乃
ち
詳
し
く
別
記
を
撿し
ら

べ
、
之
を
石
に
銘
す
。

義
熙
八
年
（
四
一
二
（
壬
子
の
歳
の
五
月
一
日
、
台
が
建
て
ら
れ
、
太
歳
が
十
二
次

の
う
ち
の
星
紀
に
次や
ど

り
、
太
歳
年
名
で
あ
る
赤
奮
若
が
太
陰
の
墟
に
貞あ

た
る
年
、
す

な
わ
ち
翌
年
の
丑
年
（
義
熙
九
年
、
四
一
三
（
の
九
月
三
日
に
銘
が
刻
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
の
時
慧
遠
は
八
十
歳
で
あ
っ
た
。

三　
「
仏
影
銘
」
に
お
け
る
法
身

　

法
身
と
は
大
乗
仏
教
が
興
起
し
て
か
ら
生
ま
れ
た
思
想
で
あ
る
。
歴
史
的
存
在
と

し
て
の
釈
迦
の
身
体
―
色
身
は
、
当
然
時
間
の
経
過
と
と
も
に
失
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
背
後
に
は
絶
対
的
な
真
理
と
し
て
の
法
身
が
存
す
る
。
そ
の
法
身
は
、
色
も
形

も
な
く
、
有
で
も
な
く
、
無
で
も
な
く
、
生
ず
る
も
の
で
も
な
く
、
滅
す
る
も
の
で

も
な
い
、
究
極
の
真
実
の
相
を
い
う
（
（1
（

。

　

慧
遠
は
そ
の
法
身
に
つ
い
て
、「
仏
影
銘
」
序
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

法
身
之
運
物
也
、
不
物
物
而
兆
其
端
、
不
図
終
而
会
其
成
、
理
玄
於
万
化
之
表
、

数
絶
乎
無
名
者
也
、
若
乃
語
其
筌
寄
、
則
道
無
不
在
。

法
身
の
物
を
運う
ご

か
す
や
、
物
を
物
と
せ
ず
し
て
、
其
の
端
を
兆は
じ

め
、
終
わ
り
を

図
ら
ず
し
て
其
の
成
を
会
す
。
理
は
万
化
の
表
に
玄
に
し
て
、
数
は
無
名
に
絶

す
る
者
な
り
。
若
し
乃
ち
其
の
筌
寄
を
語
ら
ば
、
則
ち
道
と
し
て
在
ら
ざ
る
は

無
し
。

法
身
が
万
物
を
教
化
す
る
に
は
、
万
物
を
万
物
と
し
て
意
識
せ
ず
し
て
そ
の
働
き
を

は
じ
め
、
終
局
の
効
果
を
図
る
こ
と
な
く
そ
の
功
を
成
し
遂
げ
る
。
そ
の
理
は
万
物

の
変
化
を
超
え
て
幽
玄
で
あ
り
、
そ
の
法
則
は
名
称
概
念
を
絶
し
て
い
る
。
そ
の
法

身
を
理
解
す
る
筌
し
ゆ
だ
ん（「

筌
蹄
」、『
荘
子
』「
外
物
」
篇
（
と
し
て
寄
せ
ら
れ
る
も
の
―

す
な
わ
ち
法
身
の
応
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、
道
と
し
て
在
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
く

（「
所
謂
道
…
無
所
不
在
」、『
荘
子
』「
知
北
遊
」
篇
（、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

是
故
如
来
、
或
晦
先
跡
以
崇
基
、
或
顕
生
塗
而
定
体
、
或
独
発
於
莫
尋
之
境
、

或
相
待
於
既
有
之
場
、
独
発
類
乎
形
、
相
待
類
乎
影
。

是
の
故
に
如
来
は
、
或
い
は
先
跡
を
晦か
く

し
て
以
て
基
を
崇た
か

く
し
、
或
い
は
生
塗

に
顕あ
ら

わ
れ
て
体
を
定
め
、
或
い
は
莫
尋
の
境
に
独
発
し
、
或
い
は
既
有
の
場
に

相
待
す
。
独
発
す
る
は
形
に
類
し
、
相
待
す
る
は
影
に
類
す
。

こ
の
ゆ
え
に
如
来
は
、
あ
る
い
は
一
度
こ
の
世
界
に
応
現
し
た
姿
を
隠
し
て
高
い
立



四
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

場
に
立
ち
、
あ
る
い
は
人
々
の
生
き
る
世
界
に
姿
を
現
わ
し
て
、
教
の
体
を
確
立
さ

れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
訪
ね
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
い
境
地
に
独
り
立
た
れ
る
か

と
お
も
え
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
有
情
の
世
界
に
現
わ
れ
て
衆
生
と
相
待
的
な
立
場
に

立
た
れ
る
。
尋
ね
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
い
境
地
に
独
り
立
た
れ
る
場
合
を
形
に

た
と
え
れ
ば
、
現
象
世
界
に
相
待
す
る
場
合
は
影
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

推
夫
冥
寄
、
為
有
待
耶
、
為
無
待
耶
、
自
我
而
観
、
則
有
間
於
無
間
矣
、
求
之

法
身
、
原
無
二
統
、
形
影
之
分
、
孰
際
之
哉
、
而
今
之
聞
道
者
、
咸
摹
聖
体
於

曠
代
之
外
、
不
悟
霊
応
之
在
茲
、
徒
知
円
化
之
非
形
、
而
動
止
方
其
跡
、
豈
不

誣
哉
。

夫
の
冥
寄
を
推
す
に
、
有
待
と
為
す
や
、
無
待
と
為
す
や
。
我
自よ

り
し
て
観
れ

ば
、
則
ち
無
間
に
間
有あ

り
と
す
る
も
、
之
を
法
身
に
求
む
れ
ば
、
原も
と

よ
り
二
統

無
し
。
形
影
の
分
、
孰た

れ
か
之
を
際
と
せ
ん
や
。
而
も
今
の
道
を
聞
く
者
、
咸

な
聖
体
を
曠
代
の
外
に
摹さ
ぐ

り
て
、
霊
応
の
茲
に
在
る
を
悟
ら
ず
。
徒
ら
に
円
化

の
形
に
非
ざ
る
を
知
る
の
み
に
し
て
、
動
止
、
其
の
跡
に
方な

ら
う
。
豈
に
誣あ
や
まり

な
ら
ず
や
。

か
の
冥
々
の
う
ち
に
現
象
世
界
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
仏
影
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ

は
相
待
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
絶
待
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
小

我
の
立
場
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
区
別
で
き
な
い
も
の
に
区
別
を
し
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
法
身
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
そ

こ
に
は
二
（
つ
の
系
（
統
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
形
〔
法
身
〕
と
影
〔
仏
影
〕
の
区

別
を
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
今
の
道
を
求
め
る
人
た
ち

は
、
久
し
い
昔
に
仏
の
姿
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
ば
か
り
で
、
霊
妙
な
感
応
が
こ
こ
に

現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
円
妙
な
教
化
が
身
体
を
超
え
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
知
る
ば
か
り
で
、
一
挙
一
動
を
仏
の
実
際
の
行
跡
に

な
ら
お
う
と
す
る
。
な
ん
と
誤
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

然
後
験
神
道
無
方
、
触
像
而
寄
、
百
慮
所
会
、
非
一
時
之
感
、
於
是
悟
徹
其
誠
、

応
深
其
信
（
（1
（

、
将
援
同
契
、
発
其
真
趣
、
故
与
夫
随
喜
之
賢
、
図
而
銘
焉
。

然
る
後
に
、
神
道
は
、
方
無
く
、
像
に
触
れ
て
寄
り
、
百
慮
の
会
す
る
所
に
し

て
、
一
時
の
感
に
非
ざ
る
を
験
す
。
是
に
於
い
て
悟
に
は
其
の
誠
に
徹
し
、
応

に
は
其
の
信
を
深
く
す
。
将
に
同
契
を
援ひ

き
て
其
の
真
趣
を
発
さ
ん
と
す
。
故

に
夫
の
随
喜
の
賢
と
、
図
き
て
こ
れ
に
銘
せ
り
。

か
く
て
西
域
に
仏
影
窟
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
不
思
議
な
み
わ
ざ
で
あ
る
仏
法
は
、

国
を
選
ば
ず
、
姿
に
触
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
人
々
の
思
い
の

会
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
特
定
の
時
代
の
人
々
に
の
み
感
応
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
た
し
か
め
た
。
そ
こ
で
随
喜
の
賢
者
た
ち
と
と
も
に
廬
山
に
仏
影
を
画
き
、

銘
を
彫
り
付
け
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
慧
遠
は
「
仏
影
銘
」
序
に
お
い
て
法
身
と
応
現
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の

感
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

四　

法
身
と
そ
の
応
現

　
「
仏
影
銘
」
で
は
法
身
と
そ
の
応
現
に
た
い
す
る
記
述
に
齟
齬
は
み
と
め
ら
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
慧
遠
が
以
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
理
解
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
（
（1
（

。

例
え
ば
慧
遠
が
僧
伽
提
婆
に
訳
出
を
請
う
た
『
阿
毗
曇
心
論
』
は
説
一
切
有
部
の
論

書
で
あ
り
、
鳩
摩
羅
什
が
訳
し
、
慧
遠
が
序
を
書
い
た
『
大
智
度
論
』
は
般
若
中
観

系
の
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
立
し
た
時
期
も
異
な
り
、
思
想
系
統
も
違
う
論
書

が
こ
の
時
期
一
度
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
廬
山
の
慧
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廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

遠
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
仏
教
者
に
と
っ
て
、
両
者
の
相
違
を
理
解
し
、
比
較
し
、

成
立
史
的
な
観
点
を
も
交
え
て
批
判
的
な
検
証
を
く
わ
え
る
こ
と
は
、
当
時
か
な
り

困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
れ
よ
り
先
、
慧
遠
は
長
安
に
来
っ
た
鳩
摩
羅
什
に
書
を
送
り
、
仏
教
理
解
の
難

所
に
つ
い
て
質
問
を
し
、
羅
什
は
そ
れ
に
答
え
て
い
る
。
そ
の
往
復
書
簡
が
『
大
乗

大
義
章
』（『
鳩
摩
羅
什
法
師
大
義
』（
三
巻
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
記
述
の
中
で
、

「〔
一
〕
初
問
答
真
法
身
」
に
つ
い
て
両
者
の
論
の
相
違
を
見
る
。

遠
問
曰
、
仏
於
法
身
中
為
菩
薩
説
経
、
法
身
菩
薩
乃
能
見
之
、
如
此
則
有
四
大

五
根
、
若
然
者
、
与
色
身
復
何
差
別
、
而
云
法
身
耶
、
経
云
、
法
身
無
去
無
来
、

無
有
起
滅
、
泥
洹
同
像
、
云
何
可
見
而
復
講
説
乎
。
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遠
、
問
い
て
曰
く
、
仏
、
法
身
中
に
於
い
て
菩
薩
の
為
に
経
を
説
き
、
法
身
菩

薩
の
み
乃
ち
能
く
之
を
見
る
。
此
く
の
如
く
ん
ば
則
ち
四
大
五
根
有
り
。
若
し

然
ら
ば
、
色
身
と
復
た
何
の
差
別
あ
り
て
、
法
身
と
云
う
や
。
経
に
云
う
、
法

身
は
、
去ゆ

く
こ
と
無
く
、
来
た
る
こ
と
無
く
、
起
滅
有
る
こ
と
無
く
、
泥
洹
に

像
を
同
じ
く
す
、
と
。
云い

何か

ん
が
見
て
復
た
講
説
す
べ
き
や
。

慧
遠
は
こ
こ
で
、
仏
は
、
法
身
の
状
態
に
お
い
て
、
菩
薩
の
た
め
に
経
を
説
き
、
ま

た
法
身
の
菩
薩
だ
け
が
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
、
と
し
て
鳩
摩
羅
什
に
た
い
す
る
質
問
を
始
め
て
い
る
。

法
身
の
菩
薩
に
は
、
物
質
の
構
成
要
素
で
あ
る
地
水
火
風
の
四
大
や
、
こ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
物
質
で
あ
り
感
覚
を
引
き
起
こ
す
五
つ
の
器
官
で
あ
る
眼
耳
鼻
舌
身
の
五

根
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
物
質
的
な
身
体
で
あ
る
色
身

と
法
身
に
は
い
か
な
る
区
別
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
法
身
は
行
く
こ
と
も
な

く
来
る
こ
と
も
な
く
、
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、
涅
槃
と
等
し

い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
や
菩
薩
の
法
身
が
、
ど
う
し
て
見
仏
し
、
講
説
す

る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
慧
遠
は
述
べ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
は
こ
の
慧
遠
の
問
い
に
た
い
し
て
い
わ
ゆ
る
小
乗
に
お
け
る
法
身
と
大

乗
に
お
け
る
法
身
と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。

小
乗
部
者
、
以
諸
賢
聖
所
得
無
漏
功
徳
、
謂
三
十
七
品
及
仏
十
力
、
四
無
所
畏
、

十
八
不
共
等
、
以
為
法
身
…
…
是
故
天
竺
諸
国
皆
云
、
雖
無
仏
生
身
、
法
身
猶

存
、
大
乗
部
者
、
謂
一
切
法
無
生
無
滅
、
語
言
道
断
、
心
行
処
滅
、
無
漏
無
為
、

無
量
無
辺
、
如
涅
槃
相
、
是
名
法
身
。（〔
二
〕
次
重
問
法
身
幷
答
（
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小
乗
部
な
る
者
は
、
以お
も

え
ら
く
、
諸
の
賢
聖
の
得
る
所
の
無
漏
の
功
徳
な
り
と
。

三
十
七
品
及
び
仏
十
力
、
四
無
所
畏
、
十
八
不
共
等
を
謂
い
て
以
て
法
身
と
為

す
。（
中
略
（
是
の
故
に
天
竺
諸
国
、
皆
な
云
う
、
仏
の
生
身
、
無
し
と
雖
も
、

法
身
、
猶
お
存
す
、
と
。
大
乗
部
な
る
者
は
、
謂お
も

え
ら
く
、
一
切
法
は
無
生
無

滅
、
語
言
道
断
、
心
行
処
滅
に
し
て
、
無
漏
無
為
、
無
量
無
辺
、
涅
槃
の
相
の

如
し
、
是
れ
を
法
身
と
名
づ
く
、
と
。

小
乗
に
よ
れ
ば
聖
者
賢
人
が
え
た
煩
悩
の
な
い
功
徳
─
三
十
七
道
品
や
仏
の
十
力
・

四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
な
ど
、
和
合
し
て
離
れ
ず
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
関
係
に
あ

る
も
の
─
を
法
身
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
大
乗
で
は
、
一
切
法
は
無
生
無
滅
、

語
言
道
断
、
心
行
処
滅
に
し
て
、
無
漏
無
為
、
無
量
無
辺
の
涅
槃
の
相
と
等
し
い
も

の
を
法
身
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
法
身
は
、
物
質
的
に
実
在
す
る
も
の
と
は
い
え
な

い
。

　

し
か
し
な
が
ら
法
身
は
、
見
る
こ
と
も
、
知
る
こ
と
も
、
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な
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い
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
法
身
か
ら
流
れ
出
た
功
徳
は
、
人
は
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

真
法
身
者
、
遍
満
十
方
虚
空
法
界
、
光
明
悉
照
無
量
国
土
、
説
法
音
声
、
常
周

十
方
無
数
之
国
、
具
足
十
住
菩
薩
之
衆
、
乃
得
聞
法
、
従
是
仏
身
方
便
現
化
、

常
有
無
量
無
辺
化
仏
、
遍
於
十
方
、
随
衆
生
類
若
干
差
品
、
而
為
現
形
、
光
明

色
像
、
精
粗
不
同
。（〔
一
〕
初
問
答
真
法
身
（ 

（
大
正
四
五
・
一
二
二
・
下
（

真
法
身
な
る
者
は
、
十
方
虚
空
法
界
に
遍
満
し
、
光
明
は
悉
く
無
量
の
国
土
を

照
ら
す
。
説
法
の
音
声
は
常
に
十
方
無
数
の
国
に
周
く
、
十
住
を
具
足
す
る
の

菩
薩
衆
、
乃
ち
法
を
聞
く
を
得
。
是
に
従
つ
て
仏
身
、
方
便
も
て
現
化
し
て
、

常
に
無
量
無
辺
の
化
仏
有
り
、
十
方
に
遍
く
、
衆
生
の
類
の
若
干
の
差
品
に
随

つ
て
、
為
に
形
を
現
じ
、
光
明
、
色
像
、
精
粗
不
同
な
り
。

真
法
身
は
、
十
方
虚
空
法
界
に
遍
満
し
、
そ
の
光
明
は
無
量
の
国
土
を
照
ら
し
、
説

法
の
音
声
は
十
方
無
数
の
国
に
遍
く
、
十
住
の
菩
薩
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
説
法

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
身
か
ら
方
便
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
化
仏
は
、
無

量
無
辺
で
あ
っ
て
十
方
に
遍
満
し
、
衆
生
の
機
根
に
し
た
が
い
、
そ
の
光
明
や
色
像

に
は
違
い
が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
現
わ
れ
方
を
す
る
。

　

そ
れ
は
あ
た
か
も
四
大
河
か
ら
流
れ
出
た
水
は
、
人
は
そ
の
源
を
見
る
こ
と
は
な

い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
流
れ
出
た
水
に
よ
っ
て
多
く
の
利
益
を
え
て
い
る
の
に
等

し
い
。功

徳
智
慧
等
、
皆
亦
如
是
、
如
四
大
河
、
従
阿
那
婆
多
池
出
、
皆
帰
大
海
、
人

但
見
四
河
、
而
不
見
其
源
、
唯
有
神
通
者
、
乃
能
見
之
、
人
雖
不
見
、
推
其
所

由
、
必
知
有
本
、
又
彼
池
中
清
浄
之
水
、
少
福
衆
生
、
不
能
得
用
、
従
彼
池
出
、

流
諸
方
域
、
爾
乃
得
用
、
其
仏
法
身
、
亦
復
如
是
、
当
其
独
絶
於
玄
廓
之
中
、

人
不
蒙
益
、
若
従
其
身
、
化
無
量
身
、
一
切
衆
生
爾
乃
蒙
益
。（〔
六
〕
次
問
受

決
法
幷
答
（ 

（
大
正
四
五
・
一
二
九
・
中
（

功
徳
智
慧
等
、
皆
な
亦
た
是
く
の
如
し
。
四
大
河
の
阿
那
婆
多
池
従よ

り
出
で
て
、

皆
な
大
海
に
帰
す
る
が
如
し
。
人
、
但
だ
四
河
を
見
て
其
の
源
を
見
ず
。
唯
だ

神
通
有
る
者
の
み
、
乃
ち
能
く
之
を
見
る
。
人
、
見
ず
と
雖
も
、
其
の
由
る
所

を
推
せ
ば
、
必
ず
本
有
る
を
知
る
。
又
た
彼
の
池
中
の
清
浄
の
水
は
、
少
福
の

衆
生
は
、
用
い
る
を
得
る
能
わ
ず
。
彼
の
池
従よ

り
出
で
で
、
諸
方
の
域
に
流
る

れ
ば
、
爾
く
し
て
乃
ち
用
い
る
を
得
た
り
。
其
れ
仏
の
法
身
も
ま
た
是
く
の
如

し
。
其
の
玄
廓
の
中
に
独
絶
す
る
に
当
り
て
は
、
人
、
益
を
蒙
ら
ず
。
若
し
其

の
身
従よ

り
、
無
量
の
身
を
化
す
れ
ば
、
一
切
衆
生
、
爾
く
し
て
乃
ち
益
を
蒙
る
。

仏
の
法
身
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
、
奥
深
い
広
い
悟
り
の
世
界
に
独
り
絶
し
て
い
る

と
き
に
は
、
人
は
利
益
を
受
け
ず
、
法
身
が
無
量
の
身
に
化
身
す
れ
ば
一
切
衆
生
が

利
益
を
蒙
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
身
に
は
、
諸
法
の
無
生
無
滅
の
実
相
で
あ
る
法
身
と
、
そ
の
方

便
に
よ
り
姿
を
あ
ら
わ
し
た
化
仏
と
し
て
の
法
身
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
法
身
に
は
、
衆
生
を
救
う
た
め
に
衆
生
を
教
化
し
、
菩
提
を
求
め
、
菩
薩

と
し
て
の
本
願
を
成
就
す
る
こ
と
を
願
う
法
身
の
菩
薩
が
あ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
は
こ
の
法
身
の
菩
薩
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

経
言
法
身
者
、
或
説
仏
所
化
身
、
或
説
妙
行
法
性
（
（1
（

生
身
、
妙
行
法
性
生
身
者
、

真
為
法
身
也
、
如
無
生
菩
薩
、
捨
此
肉
身
、
得
清
浄
行
身
。（〔
一
〕
初
問
答
真

法
身
（ 

（
大
正
四
五
・
一
二
二
・
下
（

経
に
言
う
、
法
身
と
は
、
或
い
は
仏
の
化
す
る
所
の
身
と
説
き
、
或
い
は
妙
行

法
性
生
身
と
説
く
。
妙
行
法
性
生
身
と
は
、
真
に
法
身
為た

る
な
り
。
無
生
の
菩
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山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

薩
、
此
の
肉
身
を
捨
て
て
、
清
浄
行
身
を
得
る
が
如
し
。

経
に
い
う
「
法
身
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
仏
の
化
現
し
た
身
」
と
説
き
、
あ
る
い
は

「
妙
行
法
性
か
ら
生
ま
れ
た
身
」
と
説
く
。
そ
れ
こ
そ
が
法
身
な
の
で
あ
っ
て
、
無

生
法
忍
を
体
得
し
た
菩
薩
が
、
肉
身
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
清
浄
行
身
を
得
る
こ

と
を
、
妙
行
に
よ
り
法
性
か
ら
生
じ
た
身
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
菩
薩
の
法
身
は
、
無
生
法
忍
を
え
た
菩
薩
が
、
肉
身
を
捨
て
た
の
ち
に
、
成

仏
し
て
仏
と
な
る
ま
で
の
間
の
身
を
い
う
。

大
乗
法
中
、
無
決
定
分
別
是
生
身
是
法
身
、
所
以
者
何
、
法
相
畢
竟
清
浄
故
、

而
随
俗
分
別
、
菩
薩
得
無
生
法
忍
、
捨
肉
身
次
受
後
身
、
名
為
法
身
、
所
以
者

何
、
体
無
生
忍
力
、
無
諸
煩
悩
、
亦
不
取
二
乗
証
、
又
未
成
仏
、
於
其
中
間
所

受
之
身
、
名
為
法
性
生
身
。（〔
二
〕
次
重
問
法
身
幷
答
（

 
（
大
正
四
五
・
一
二
三
・
下
（

大
乗
法
中
、
是
れ
生
身
な
り
、
是
れ
法
身
な
り
と
決
定
し
て
分
別
す
る
こ
と
無

し
。
所ゆ

以え

は
何
ん
。
法
相
は
畢
竟
じ
て
清
浄
な
る
が
故
な
り
。
而
も
俗
に
従
つ

て
分
別
し
て
、
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
得
、
肉
身
を
捨
て
て
次
に
後
身
を
受
く
る

を
、
名
づ
け
て
法
身
と
為
す
。
所
以
は
何
ん
。
無
生
忍
を
体
す
る
の
力
も
て
、

諸
の
煩
悩
無
し
。
亦
た
二
乗
の
証
を
取
ら
ず
、
又
た
未
だ
成
仏
せ
ず
。
其
の
中

間
に
於
い
て
受
く
る
所
の
身
、
名
づ
け
て
法
性
生
身
と
為
す
。

大
乗
経
中
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
生
身
で
あ
る
、
こ
れ
が
法
身
で
あ
る
と
は
っ
き
り

と
区
別
し
な
い
。
そ
れ
は
法
相
が
究
極
的
に
清
浄
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
随
俗
分
別
に
よ
る
と
、
菩
薩
は
、
無
生
法
忍
を
え
て
肉
身
を
捨
て
て
次

に
そ
の
の
ち
の
後
身
を
受
け
る
。
そ
れ
を
も
法
身
と
い
う
。
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
体

得
し
た
力
に
よ
っ
て
、
諸
々
の
煩
悩
は
な
く
、
ま
た
声
聞
、
縁
覚
の
二
乗
の
証
悟
を

取
ら
な
い

―
つ
ま
り
声
聞
、
縁
覚
の
地
位
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
衆
生
済
度
の

願
い
を
堅
持
す
る
。
し
か
し
ま
だ
仏
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
中
間
に
お
い
て

受
け
る
身
を
法
性
か
ら
生
じ
た
身
〔
法
性
生
身
〕
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
は
つ
づ
け
る
。
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
え
て
、
生
死
を
捨
て
て
し
ま
え
ば
、

無
量
無
辺
法
中
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
、
衆
生
を
救
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
本
願

に
よ
り
生
死
の
世
界
に
も
ど
っ
て
衆
生
を
教
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
謂
、
菩
薩
得
無
生
法
忍
、
捨
生
死
身
、
即
堕
無
量
無
辺
法
中
…
…
得
如
是
法

門
、
便
欲
滅
度
時
、
十
方
仏
告
言
、「
善
男
子
、
汝
未
得
如
是
無
量
無
辺
見
諸
（
（1
（

仏
身
、
又
未
得
無
量
禅
定
智
慧
等
諸
仏
功
徳
、
汝
但
得
一
法
門
、
勿
以
一
法
門

故
、
自
以
為
足
、
当
念
本
願
憐
愍
衆
生
、
令
不
知
如
是
寂
滅
相
故
、
堕
三
悪
道

受
諸
苦
悩
、
汝
所
得
者
、
雖
是
究
竟
真
実
之
法
、
但
未
是
証
時
」、
爾
時
菩
薩
、

受
仏
教
已
、
自
念
本
願
、
還
以
大
悲
、
入
於
生
死
、
是
菩
薩
名
之
、「
不
在
涅

槃
、
不
在
世
間
、
無
有
定
相
、
以
種
種
方
便
、
度
脱
衆
生
」、
設
有
問
言
…
…

応
答
…
…
「
今
得
諸
法
実
相
、
具
涅
槃
楽
、
而
入
生
死
、
化
度
衆
生
、
是
為
希

有
」。（〔
二
〕
次
重
問
法
身
幷
答
（ 

（
大
正
四
五
・
一
二
四
・
中
（

意
謂お
も

え
ら
く
、
菩
薩
、
無
生
法
忍
を
得
て
、
生
死
の
身
を
捨
つ
れ
ば
、
即
ち
無

量
無
辺
法
中
に
堕
す
。（
中
略
（
是
く
の
如
き
の
法
門
も
て
、
便
ち
滅
度
せ
ん

と
欲す

る
の
時
、
十
方
仏
、
告
げ
て
言
う
、「
善
男
子
、
汝
未
だ
是
く
の
如
き
の

無
量
無
辺
に
諸
仏
の
身
を
見あ
ら

わ
す
を
得
ず
。
又
た
未
だ
無
量
禅
定
智
慧
等
の
諸

仏
の
功
徳
を
得
ず
。
汝
、
但
だ
一
法
門
を
得
る
の
み
。
一
法
門
を
以
て
の
故
に

自
ら
以
て
足
れ
り
と
為
す
こ
と
勿
れ
。
当
に
本
願
を
念
じ
て
衆
生
を
憐
愍
す
べ

し
。
是
く
の
如
き
の
寂
滅
の
相
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
三
悪
道
に
堕
ち
て
諸
の

苦
悩
を
受
け
し
め
ん
や
。
汝
の
得
る
所
は
、
是
れ
究
竟
真
実
の
法
な
り
と
雖
も
、
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但
だ
未
だ
是
れ
証
の
時
な
ら
ず
」
と
。
爾
の
時
、
菩
薩
、
仏
の
教
え
を
受
け
已

わ
っ
て
自
ら
本
願
を
念
じ
、
還
つ
て
大
悲
を
以
て
生
死
に
入
る
。
是
の
菩
薩
、

之
を
「
涅
槃
に
在
ら
ず
、
世
間
に
在
ら
ず
、
定
相
有
る
こ
と
無
く
、
種
種
の
方

便
を
以
て
、
衆
生
を
度
脱
す
」
と
名
づ
く
。
設も

し
問
い
て
言
う
有
ら
ば
、（
中

略
（
応
に
言
う
べ
し
（
中
略
（「
今
、
諸
法
の
実
相
を
得
て
、
涅
槃
の
楽
を
具

せ
ど
も
、
生
死
に
入
り
て
、
衆
生
を
化
度
す
る
は
、
是
れ
希
有
な
り
」
と
。

衆
生
が
寂
滅
の
相
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
三
悪
道
に
堕
ち
て
諸
々
の
苦
悩
を
受
け
る

よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
究
極
の
涅
槃
を
得
て
も
そ
れ
で
滅
度
し
て
し
ま
わ
な

い
で
、
仏
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
菩
薩
の
本
来
の
願
い
を
念
じ
て
、
大
悲
心
を
も
っ

て
生
死
流
転
の
迷
い
の
境
界
に
あ
る
衆
生
を
憐
れ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

「
涅
槃
に
住
せ
ず
、
世
間
に
住
せ
ず
、
定
ま
っ
た
相
が
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
便
に

よ
っ
て
衆
生
を
救
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

五　

法
身
と
感
応

　

前
章
に
お
い
て
三
つ
の
法
身
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

第
一
の
法
身
は
、
形
も
な
く
姿
も
な
く
、
無
生
無
滅
、
涅
槃
の
相
に
等
し
い
、
法

性
と
し
て
の
法
身
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
第
二
の
法
身
は
（
前
章
の
叙
述
の
順
序
で
は
三
番
目
（、
妙
行
法
性
生
身
、

清
浄
行
身
、
法
性
生
身
と
し
て
の
法
身
で
あ
る
。
そ
れ
は
菩
薩
の
法
身
で
あ
る
。
無

生
法
忍
を
得
た
菩
薩
は
、
無
漏
の
功
徳
を
も
ち
つ
つ
、
成
仏
ま
で
の
間
に
、
衆
生
を

済
度
す
る
菩
薩
業
を
行
ず
る
。
そ
の
段
階
に
お
け
る
身
を
や
は
り
法
身
と
い
う
の
で

あ
っ
て
、
妙
行
に
よ
り
法
性
を
生
じ
た
身
を
い
う
。

　

第
三
の
法
身
は
（
前
章
の
順
序
で
は
二
番
目
（、
変
化
身
と
し
て
の
法
身
で
あ
る
。

第
一
の
法
性
と
し
て
の
法
身
を
太
陽
に
た
と
え
れ
ば
、
太
陽
か
ら
で
た
光
に
相
当
す

る
の
が
変
化
身
と
し
て
の
法
身
で
あ
る
。
法
身
か
ら
方
便
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
化
仏

は
無
量
無
辺
で
あ
っ
て
十
方
に
遍
満
し
、
そ
の
光
明
や
色
像
は
違
い
が
あ
っ
て
い
ろ

い
ろ
な
現
わ
れ
方
を
し
て
衆
生
に
利
益
を
あ
た
え
る
。
こ
の
よ
う
に
法
身
か
ら
化
現

し
た
仏
の
説
経
を
、
化
現
の
有
為
の
観
点
か
ら
法
身
の
説
経
と
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

鳩
摩
羅
什
の
時
代
は
、
色
身
と
法
身
の
二
身
説
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
が
述
べ
た
三

つ
の
法
身
の
中
の
、
二
つ
目
の
、
法
身
の
菩
薩
は
、
後
世
の
法
身
―
報
身
―
応
身
の

三
身
説
の
、
報
身
の
萌
芽
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

鳩
摩
羅
什
と
慧
遠
と
の
間
で
、
地
理
的
な
距
離
を
も
の
と
も
せ
ず
、
質
問
と
そ
の

回
答
が
幾
度
も
行
わ
れ
た
の
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
衆
生
と
法
身
と
の
間
を
取
り
持

ち
、
衆
生
を
さ
と
り
へ
と
方
向
づ
け
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
両
人
と
も
つ
よ
い
関
心

を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

後
世
で
あ
れ
ば
兆
載
永
劫
の
修
行
、
精
進
が
報
い
ら
れ
て
成
就
さ
れ
た
円
満
具
徳

の
報
身
仏
─
阿
弥
陀
仏
─
は
、
一
切
の
衆
生
を
救
う
力
を
も
つ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
慧
遠
と
鳩
摩
羅
什
の
時
代
、
そ
の
思
想
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
衆
生
を
救
う
力
を
何
に
求
め
る
か
が
問
題
に
な
る
。

　
『
大
乗
大
義
章
』
巻
中
「〔
七
〕
問
法
身
感
応
幷
答
」
に
お
い
て
慧
遠
は
、
法
身
が

感
応
す
る
に
は
四
大
五
根
を
持
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
再
び
鳩
摩
羅
什
に

質
問
す
る
。

遠
問
曰
、
夫
（
11
（

形
開
莫
善
於
諸
根
、
致
用
莫
妙
於
神
通
、
故
曰
「
菩
薩
無
神
通
、

猶
鳥
之
無
翼
、
不
能
高
翔
遠
遊
、
無
由
広
化
衆
生
、
浄
仏
国
土
」、
推
此
而
言
、

尋
源
求
本
、
要
由
四
大
、
四
大
既
形
、
開
以
五
根
、
五
根
在
用
、
広
以
神
通
、

神
通
既
広
、
随
感
而
応
、
法
身
菩
薩
、
無
四
大
五
根
、
四
大
五
根
、
則
神
通
之



五
三

　
　
　
　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

妙
、
無
所
因
仮
、
若
法
身
独
運
、
不
疾
而
速
至
於
会
、
応
群
粗
必
先
仮
器
、
仮

器
之
大
、
莫
大
於
神
通
…
…
此
乃
万
流
之
宗
会
、
法
身
祥
雲
之
所
出
、
運
化
之

功
、
功
由
於
茲
、
不
其
然
乎
、
不
其
然
乎
。 

（
大
正
四
五
・
一
二
九
・
下
（

遠
、
説
い
て
曰
く
、
夫
れ
形
の
開
く
は
諸
根
よ
り
善
な
る
は
莫
く
、
用
を
致
す

は
神
通
よ
り
妙
な
る
は
莫
し
。
故
に
曰
く
、「
菩
薩
の
神
通
無
き
は
、
猶
お
鳥

の
翼
無
く
、
高
翔
遠
遊
す
る
能
わ
ざ
る
が
ご
と
し
。
広
化
衆
生
、
浄
仏
国
土
に

由
る
無
し
」
と
。
此
れ
を
推
し
て
言
う
に
、
源
を
尋
ね
本
を
求
む
る
は
、
要か
な
らず

四
大
に
由
る
。
四
大
既
に
形
と
な
れ
ば
、
開
く
に
五
根
を
以
て
し
、
五
根
、
用

に
在
れ
ば
、
広
む
る
に
神
通
を
以
て
す
。
神
通
既
に
広
ま
れ
ば
、
感
に
随
つ
て

応
ず
。
法
身
の
菩
薩
、
四
大
五
根
無
し
。
四
大
五
根
は
則
ち
神
通
の
妙
、
因
り

て
仮
る
所
無
し
。
若
し
法
身
、
独
り
運め
ぐ

り
、
疾
な
ら
ざ
る
も
、
而し
か

し
て
速
や
か

に
会
に
至
る
も
、
群
粗
に
応
ず
る
に
は
必
ず
先ま

ず
器
を
仮
る
。
器
を
仮
る
の
大

な
る
こ
と
、
神
通
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。（
中
略
（
此
れ
乃
ち
万
流
の
宗
会
に

し
て
、
法
身
の
祥
雲
の
出
づ
る
所
な
り
。
運
化
の
功
は
、
功
、
茲
れ
に
由
る
。

其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
や
、
其
れ
然
ら
ざ
ら
ん
や
、
と
。

慧
遠
は
い
う
。
菩
薩
に
神
通
が
な
け
れ
ば
、
あ
た
か
も
鳥
の
翼
が
な
く
、
高
く
飛
び

遠
く
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
、
広
く
衆
生
を
化
し
、
浄
ら
か
な
仏
国

土
を
造
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
身
菩
薩
の
神
通
の
根
本
を
も
と
め
て
ゆ
く
と
、
か

な
ら
ず
四
大
に
よ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
四
大
に
よ
っ
て
身
体
が
出
来
上
が
る
と
、

そ
の
身
体
の
活
動
は
五
根
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
五
根
が
は
た
ら
く
と
き
、
そ
の
は
た

ら
き
は
神
通
に
よ
っ
て
拡
充
さ
れ
る
。
神
通
に
よ
っ
て
そ
の
は
た
ら
き
が
拡
充
さ
れ

る
と
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
衆
生
に
感
応
す
る
。
し
か
し
法
身
の
菩
薩
に
四
大
五
根
が

な
い
と
す
る
と
、
器
で
あ
る
身
体
の
手
段
に
よ
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
身
体
を
仮
り

る
は
た
ら
き
の
大
な
る
も
の
は
神
通
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
法

身
の
菩
薩
に
は
四
大
五
根
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
慧
遠
は
主
張
す
る
。

　

そ
し
て
つ
ぎ
に
慧
遠
は
『
荘
子
』「
斉
物
論
」
篇
を
引
く
。

　
　

斯
由
吹
万
不
同
、
統
以
一
気
、
自
本
而
観
、
異
其
安
在
哉
。

斯
れ
万
を
吹
く
に
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
統
ぶ
る
に
一
気
を
以
て
す
る
に
由
る
。

本
自よ

り
し
て
観
る
に
、
異
な
り
は
其
れ
安い
づ

く
に
在
ら
ん
や
。

『
荘
子
』
の
「
斉
物
論
」
篇
と
は
「
物
を
斉ひ
と

し
く
す
る
論
」
の
意
味
で
あ
り
、
万
物

の
斉
同
を
説
く
。
そ
の
最
初
に
、「
人
籟
」「
地
籟
」「
天
籟
」
の
話
が
で
て
く
る
。

人
の
奏
で
る
音
楽
、
地
の
奏
で
る
音
楽
、
天
の
奏
で
る
音
楽
の
意
で
あ
る
。「
斉
物

論
」
篇
に
は
「
大
塊
の
噫
気
、
其
の
名
を
風
と
為
す
（
大
塊
噫
気
、
其
名
為
風
（」

と
あ
っ
て
、
大
地
の
吐
き
出
す
息
が
、
風
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
風
が
起
こ
っ
て

い
な
い
と
き
に
は
何
事
も
な
い
け
れ
ど
も
、
い
っ
た
ん
起
こ
る
と
地
上
の
万
の
穴
が

風
に
吹
か
れ
て
一
斉
に
怒
り
の
声
を
発
す
る
。
そ
の
穴
の
形
状
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

発
せ
ら
れ
る
音
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
そ
れ
は
同
じ
気
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

慧
遠
は
、『
荘
子
』
の
大
塊
の
「
一
気
」
を
引
い
て
、
法
身
の
菩
薩
と
、
そ
の
四

大
五
根
と
、
神
通
と
感
応
と
は
、
す
べ
て
同
一
の
気
を
有
す
る
法
身
か
ら
出
た
も
の

で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
区
別
は
な
い
、
と
述
べ
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
法
身

も
気
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
実
在
性
を
お
び
る
。
そ
し
て
神
通
に
よ
り
感
応
が
起
こ

る
た
め
に
は
、
法
身
の
菩
薩
は
や
は
り
四
大
五
根
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
慧
遠
は
再
び
羅
什
に
質
問
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
不
生
不
滅
の
実
相
で
あ

る
法
身
を
四
大
五
根
を
有
す
る
実
体
と
み
る
こ
と
に
な
り
、
鳩
摩
羅
什
が
「〔
一
〕

初
問
答
真
法
身
」、「〔
二
〕
次
重
問
法
身
幷
答
」
で
懇
切
に
述
べ
た
こ
と
を
ひ
っ
く



五
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

り
返
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

鳩
摩
羅
什
は
、
法
身
に
つ
い
て
は
す
で
に
そ
の
義
を
述
べ
た
、
と
し
な
が
ら
も
、

法
身
の
菩
薩
に
四
大
五
根
が
あ
る
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
繰
り
か
え
し
述
べ
る
。

什
答
曰
、
法
身
義
以
明
、
法
相
義
者
、
無
有
無
等
戯
論
、
寂
滅
相
故
、
得
是
法

者
、
其
身
名
為
法
身
、
如
法
相
不
可
戯
論
、
所
得
身
、
亦
不
可
戯
論
若
有
若
無

也
、
先
言
無
四
大
五
根
、
謂
三
界
凡
夫
粗
法
身
、
如
法
相
寂
滅
清
浄
者
、
身
亦

微
細
、
微
細
故
説
言
無
、
如
欲
界
天
身
、
若
不
令
人
見
、
則
不
見
也
、
色
界
諸

天
、
於
欲
界
天
亦
爾
。（〔
七
〕
問
法
身
感
応
幷
答
（
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什
、
答
え
て
曰
く
、
法
身
の
義
、
以す
で

に
明
ら
か
に
せ
り
。
法
相
の
義
な
る
者
は
、

有
無
等
の
戯
論
無
し
。
寂
滅
の
相
な
る
が
故
に
。
是
の
法
を
得
る
者
は
、
其
の

身
を
名
づ
け
て
法
身
と
為
す
。
如
し
法
相
、
戯
論
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
得
る
所

の
身
、
亦
た
若
し
く
は
有
、
若
し
く
は
無
と
戯
論
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
先
に

四
大
五
根
無
し
と
言
う
は
、
三
界
の
凡
夫
、
粗
法
の
身
を
謂
う
。
如
し
法
相
、

寂
滅
清
浄
の
者
な
ら
ば
、
身
も
亦
た
微
細
な
り
。
微
細
な
る
が
故
に
説
き
て
無

し
と
言
う
。
欲
界
の
天
身
、
若
し
人
を
し
て
見
せ
し
む
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則

ち
見
え
ざ
る
が
如
し
。
色
界
の
諸
天
も
、
欲
界
の
天
に
於
い
て
亦
た
爾
な
り
、

と
。

羅
什
は
ふ
た
た
び
答
え
る
。
法
身
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
法
相
と
い
う
こ
と

は
有
で
あ
る
と
か
無
で
あ
る
と
か
の
分
別
の
立
場
に
立
っ
て
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
。

そ
れ
は
寂
滅
で
あ
り
、
差
別
を
超
え
た
相
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
法
を
得
た
も
の
を

法
身
と
い
う
。
も
し
法
身
が
分
別
の
立
場
に
立
っ
て
議
論
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
す

る
と
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
身
に
つ
い
て
も
あ
る
い
は
有
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
無

で
あ
る
と
か
の
分
別
に
立
っ
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
の
議
論
で
法
身
の

菩
薩
に
四
大
五
根
が
な
い
と
い
っ
た
の
は
、
三
界
の
迷
い
の
世
界
の
凡
夫
に
お
け
る

よ
う
な
粗
法
の
身
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
も
し
法
相
が
寂
滅
清
浄
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
体
得
し
た
身
も
ま
た
微
細
で
あ
り
、
微
細
で
あ
る
か
ら
無
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
あ
た
か
も
欲
界
に
お
い
て
、
神
々
の
身
体
は
、
も
し
人
の
た
め
に
姿
を
現
わ
し

て
見
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
に
は
そ
れ
が
見
え
ず
、
色
界
の
神
々
に
つ
い
て
も
欲

界
の
神
に
は
見
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
四
大
五
根
の
分
別
の
立
場
で
法
身
を
論
ず
る

べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

さ
ら
に
鳩
摩
羅
什
は
、
仏
が
種
々
の
身
に
変
化
し
、
十
方
の
国
に
お
い
て
仏
事
を

行
う
の
も
仏
の
心
に
よ
る
。
菩
薩
の
法
身
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
衆
生
に
応
じ
て
身
を

現
わ
す
け
れ
ど
も
、
有
無
の
分
別
の
立
場
か
ら
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

は
鏡
に
さ
ま
ざ
ま
な
像
が
映
る
こ
と
に
似
て
い
る
と
い
う
。

当
知
、
不
得
以
四
大
五
根
定
為
神
通
之
本
、
如
仏
変
化
種
種
之
身
、
於
十
方
国

施
作
仏
事
、
従
仏
心
出
、
菩
薩
法
身
亦
如
是
、
任
其
力
勢
、
随
可
度
衆
生
、
而

為
現
身
、
如
是
之
身
、
不
可
分
別
戯
論
、
如
鏡
中
像
、
唯
表
知
面
相
好
醜
而
已
、

更
不
須
戯
論
有
無
之
実
也
。（〔
七
〕
問
法
身
感
応
幷
答
（
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当
に
知
る
べ
し
、
四
大
五
根
を
以
て
定
め
て
神
通
の
本
と
為
す
を
得
ざ
る
を
。

仏
の
変
化
の
種
種
の
身
、
十
方
国
に
於
い
て
仏
事
を
施
作
す
る
が
如
き
も
、
仏

心
従よ

り
出
づ
。
菩
薩
の
法
身
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
其
の
力
勢
に
任
せ
て
、
度

す
べ
き
衆
生
に
随
つ
て
、
為
に
身
を
現
ず
。
是
く
の
如
き
の
身
、
分
別
戯
論
す

べ
か
ら
ず
。
鏡
中
の
像
、
唯
だ
面
相
の
好
醜
を
表
知
す
る
が
如
く
な
る
の
み
。



五
五

　
　
　
　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

更
に
須
ら
く
有
無
の
実
を
戯
論
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

仏
が
仏
事
を
行
う
の
も
、
菩
薩
の
法
身
が
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
の
も
、
鏡
に
映
っ

た
像
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
法
身
の
現
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ

の
本
体
の
有
無
に
拘
泥
す
る
分
別
の
戯
論
に
お
ち
い
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

さ
て
「〔
二
〕
次
重
問
法
身
幷
答
」
に
も
ど
る
と
、
羅
什
は
法
身
に
信
を
起
こ
す

こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

復
次
若
欲
求
其
実
事
者
、
唯
有
聖
人
初
得
道
時
所
観
之
法
、
滅
一
切
戯
論
、
畢

竟
寂
滅
相
、
此
中
涅
槃
相
生
死
相
尚
不
可
得
、
何
況
四
大
五
根
、
如
是
不
応
以

四
大
五
根
為
実
、
謂
無
此
者
即
不
得
有
法
身
也
…
…
是
故
不
得
以
凡
夫
虚
妄
所

見
色
陰
、
以
為
実
証
、
而
難
無
量
功
徳
所
成
之
身
、
若
欲
取
信
者
、
応
信
法
身
。

 
（
大
正
四
五
・
一
二
五
・
中
（

復
た
次
に
若
し
其
の
実
事
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
唯
だ
聖
人
の
初
め
て
道
を

得
る
時
の
所
観
の
法
有
る
の
み
。
一
切
の
戯
論
を
滅
し
、
畢
竟
じ
て
寂
滅
な
る

相
な
り
。
此
の
中
に
は
涅
槃
の
相
、
生
死
の
相
す
ら
尚
お
不
可
得
な
り
。
何
ぞ

況
ん
や
四
大
五
根
に
お
い
て
を
や
。
是
く
の
如
く
応
に
四
大
五
根
を
以
て
実
と

為
し
、
此
れ
無
け
れ
ば
即
ち
法
身
を
有
す
る
を
得
ず
と
謂
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

（
中
略
（
是
の
故
に
凡
夫
の
虚
妄
の
所
見
の
色
陰
を
以
て
、
以
て
実
証
と
為
し

て
、
無
量
功
徳
の
所
成
の
身
を
難
ず
る
を
得
ず
。
若
し
信
を
取
ら
ん
と
欲
す
れ

ば
、
応
に
法
身
を
信
ず
べ
し
。

ま
た
つ
ぎ
に
法
身
に
つ
い
て
そ
の
事
実
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
聖
人

（
仏
（
が
始
め
て
無
生
法
忍
を
え
た
と
き
に
観
た
法
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
切
の
戯
論

を
滅
し
、
畢
竟
い
か
な
る
相
も
寂
滅
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
涅
槃
の
相
や
生

死
の
相
す
ら
な
お
区
別
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
四
大
五
根
が
な
い
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
四
大
五
根
を
実
体
と
と
ら
え
、
実
体
で
あ
る
法
身
の
身
体
が
な
け
れ

ば
、
法
身
を
得
ら
れ
な
い
な
ど
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。（
中
略
（
こ
の
ゆ
え
に

凡
夫
の
虚
妄
の
見
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
法
が
和
合
し
て
で
き
た
色
陰
を
実
証
と
し

て
、
無
量
功
徳
に
よ
っ
て
で
き
た
法
身
を
難
じ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
信
を
得
た
い

と
思
う
な
ら
ば
、
法
身
を
信
じ
る
べ
き
だ
。

　

鳩
摩
羅
什
は
法
身
を
信
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
法
身
を
信
じ
る
べ
き
と
い
う

こ
と
ば
は
、
も
ち
ろ
ん
実
体
を
有
す
る
法
身
を
信
じ
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
十
方
虚
空
法
界
に
遍
満
し
て
、
無
量
の
光
明
が
そ
の
国
土
を
照
ら
し
、
説

法
の
音
声
が
十
方
無
数
の
国
に
遍
く
行
き
渡
る
の
は
十
住
の
菩
薩
だ
け
が
聞
く
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
随
俗
分
別
に
よ
っ
て
か
り
に
十
住
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
法
身
に
は
別
異
は
な
い
。
ま
た
四
大
河
か
ら
流
れ
出
し
た
水
が
多
く
の

衆
生
に
利
益
を
あ
た
え
る
よ
う
に
、
無
量
無
辺
の
化
仏
は
衆
生
に
利
益
を
あ
た
え
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
変
化
身
は
法
身
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
根
本
は
法
身
に
あ

る
。
法
身
の
菩
薩
も
無
量
の
化
仏
も
、
す
べ
て
衆
生
に
利
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
法

身
か
ら
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

六
「
仏
影
銘
」
の
感
応

　

慧
遠
は
、
荊
州
刺
史
で
あ
っ
た
殷
仲
堪
と
交
遊
が
あ
っ
た
。
殷
仲
堪
は
、
陳
郡
の

人
で
、
孝
武
帝
の
信
頼
が
厚
く
、
黄
門
郎
か
ら
西
府
軍
の
長
で
あ
る
荊
州
刺
史
に
な

っ
た
。
王
恭
が
会
稽
王
司
馬
道
子
を
除
く
た
め
に
兵
を
起
こ
し
た
時
、
桓
玄
と
と
も

に
そ
れ
に
参
加
し
た
が
、
王
恭
が
敗
死
し
、
桓
玄
の
力
が
強
く
な
る
と
、
そ
の
失
脚

を
は
か
っ
て
か
え
っ
て
失
敗
し
、
の
ち
桓
玄
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
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殷
仲
堪
は
、
清
談
の
名
手
で
あ
り
、
三
日
間
老
子
を
読
ま
な
い
と
舌
の
根
が
こ
わ

ば
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
述
べ
て
い
る
（『
世
説
新
語
』「
文
学
」
篇
（
1（
（

（。
ま
た
若

い
こ
ろ
か
ら
熱
心
な
五
斗
米
道
の
信
者
で
も
あ
り
、
の
ち
に
桓
玄
に
攻
め
ら
れ
た
と

き
に
も
、
祈
祷
を
行
お
う
と
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

殷
仲
堪
は
荊
州
刺
史
と
な
っ
て
任
地
に
お
も
む
く
途
中
（
太
元
十
七
年
、
三
九

二
（、
廬
山
に
立
ち
寄
り
、
慧
遠
と
北
の
谷
川
で
易
の
本
質
を
論
じ
、
時
を
移
し
て

倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
殷
仲
堪
は
、
慧
遠
の
易
に
た
い
す
る
見
識
は
、
深
く
か
つ

明
ら
か
で
、
近
づ
き
が
た
い
、
と
称
賛
し
た
（『
高
僧
伝
』
巻
六
「
釈
慧
遠
」
伝
、

大
正
五
〇
・
三
五
九
・
上
（。

　

ま
た
『
世
説
新
語
』「
文
学
」
篇
に
、
殷
仲
堪
と
慧
遠
と
の
会
話
が
記
録
さ
れ
て

い
る
（
11
（

。殷
荊
州
曾
問
遠
公
、「
易
以
何
為
体
」、
答
曰
、「
易
以
感
為
体
」、
殷
曰
、「
銅

山
西
崩
、
霊
鐘
東
応
、
便
是
易
耶
」、
遠
公
笑
而
不
答
。

殷
荊
州
、
曾
て
遠
公
に
問
う
、「
易
、
何
を
以
て
体
と
為
す
や
」
と
。
答
え
て

曰
く
、「
易
、
感
を
以
て
体
と
為
す
」
と
。
殷
曰
く
、「
銅
山
、
西
に
崩
る
れ
ば
、

霊
鐘
、
東
に
応
ず
。
便
ち
是
れ
易
か
」
と
。
遠
公
、
笑
い
て
答
え
ず
。

殷
仲
堪
が
慧
遠
に
、「『
易
』
は
な
に
を
根
本
の
原
理
と
す
る
の
で
す
か
」
と
た
ず
ね

た
。
慧
遠
は
そ
れ
に
答
え
て
い
っ
た
。「『
易
』
は
感
応
を
根
本
の
原
理
と
す
る
も
の

で
す
」
と
。
す
る
と
殷
仲
堪
は
い
っ
た
。「
そ
れ
で
は
、
銅
山
が
西
で
崩
れ
る
と
、

霊
鐘
が
東
で
応
じ
て
鳴
る
、
と
い
う
の
が
『
易
』
で
す
か
」
と
。
慧
遠
は
笑
っ
て
答

え
な
か
っ
た
。

　

劉
孝
標
の
注
に
引
く
『
樊
英
別
伝
』
に
よ
る
と
、
後
漢
の
順
帝
の
と
き
宮
殿
の
鐘

が
ひ
と
り
で
に
鳴
っ
た
。
な
に
か
災
害
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
と
こ

ろ
、
樊
英
は
「
こ
れ
は
西
に
あ
る
蜀
の

山
が
崩
れ
た
の
で
あ
る
。
銅
は
山
か
ら
出

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
東
に
あ
る
宮
殿
の
銅
の
鐘
が
そ
れ
に
応
じ
て
鳴
っ
た
の
で
あ

る
」
と
答
え
た
と
い
う
。

　

慧
遠
は
笑
っ
て
答
え
な
か
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
慧
遠
は
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
物
と
物
と
が
共
鳴
し
た

こ
と
を
、
殷
仲
堪
が
同
一
の
気
の
感
応
だ
考
え
た
こ
と
に
賛
成
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

聖
人
と
民
衆
、
ま
た
仏
と
衆
生
と
の
関
係
に
お
い
て
、
民
衆
・
衆
生
の
感も
と
めが

強
け

れ
ば
そ
れ
に
聖
人
や
仏
が
応こ
た

え
る
よ
う
な
、
求
道
と
救
い
と
い
う
関
係
に
こ
そ
感
応

の
本
質
を
求
め
る
べ
き
だ
と
慧
遠
は
考
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
『
世
説
新
語
』
の
こ
の
慧
遠
と
殷
仲
堪
と
の
対
話
は
、
そ
の
発
想
は
『
易
』
下
経

の
「
咸
」
卦
に
基
づ
く
（
11
（

。
以
下
『
易
』「
咸
」
の
卦
辞
な
ら
び
に
彖
辞
を
引
く
。

咸
、
亨
、
利
貞
。

彖
曰
、
咸
感
也
…
…
二
気
感
応
以
相
与
…
…
天
地
感
而
万
物
化
生
、
聖
人
感
人

心
而
天
下
和
平
、
観
其
所
感
、
而
天
地
万
物
之
情
可
見
矣
。

咸
は
亨と
お

る
。
貞た
だ

し
き
に
利
あ
り
。

彖
に
曰
く
、
咸
は
感
な
り
。（
中
略
（
二
気
感
応
し
て
以
て
相
与く
み

す
。（
中
略
（

天
地
感
し
て
万
物
化
生
す
。
聖
人
、
人
心
を
感
し
て
、
天
下
和
平
な
り
。
其
の

感
す
る
所
を
観
て
、
天
地
万
物
の
情
、
見
る
べ
し
。

〔
卦
辞
〕
咸
は
亨と
お

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
い
た
っ
て
正
し
い
。

〔
彖
辞
〕
咸
は
同
音
で
解
釈
す
る
と
、
感
で
あ
る
。（
中
略
（
陰
陽
の
二
気
が
感
応
し

て
相
与く
み

す
る
。（
中
略
（
天
と
地
の
二
つ
の
気
が
交
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
物

は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
な
し
て
生
ま
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
聖
人
の
ま
ご
こ
ろ
が
す
べ
て
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慧
遠
の
「
仏
影
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」
に
つ
い
て

の
人
々
の
心
を
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
下
こ
と
ご
と
く
平
和
と
な
る
。
天
地
が

陰
陽
を
交
感
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
物
が
生
じ
、
聖
人
が
万
人
の
こ
こ
ろ
を
動
か

す
こ
と
に
よ
り
平
和
が
実
現
さ
れ
る
、
そ
の
感
通
の
道
理
を
観
れ
ば
、
天
地
万
物
の

真
の
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

易
の
卦
は
同
一
の
気
の
二
つ
の
要
素
で
あ
る
陰
陽
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
え
ら

れ
る
。
た
だ
そ
の
陰
と
陽
も
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
（「
一
陰
一
陽
之
謂
道
」、

『
易
』「
繋
辞
上
」（、
陰
極
ま
っ
て
陽
に
な
り
、
陽
極
ま
っ
て
陰
と
な
っ
て
変
化
す
る

（
剛
柔
〔
＝
陰
陽
〕
相
推
而
生
変
化
」、『
易
』「
繋
辞
上
」（。
聖
人
と
万
人
の
感
応
の

根
本
も
、
一
つ
の
気
の
同
質
性
に
よ
る
両
者
の
つ
な
が
り
に
あ
る
。
聖
人
は
気
の
同

質
性
に
よ
っ
て
自
己
と
つ
な
が
る
万
人
の
こ
こ
ろ
を
、
陰
と
陽
と
が
交
感
す
る
よ
う

に
動
か
し
、
変
化
さ
せ
、
天
下
に
平
和
を
も
た
ら
す
。

　

こ
の
『
易
』
の
「
咸
」
卦
の
感
応
の
思
想
は
慧
遠
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　

ふ
た
た
び
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
も
ど
る
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
の
は
、
銘
の
序

と
跋
の
部
分
で
あ
っ
た
。
銘
の
部
分
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
銘
は
五
つ
に
分
か
れ
て

い
る
。
第
一
の
銘
に
は
法
身
、
第
二
の
銘
に
は
仏
影
、
第
三
の
銘
に
は
仏
影
に
見
え

る
こ
と
、
第
四
の
銘
に
は
仏
影
を
画
に
描
く
こ
と
、
第
五
の
銘
に
は
銘
文
が
作
ら
れ

彫
り
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
第
二
の
銘
を
引
く
。

（
茫
茫
荒
宇　
　
　

茫
茫
た
る
荒
宇

（
靡
勧
靡
奨　
　
　

勧
す
る
靡
く　

奨
す
る
靡
し

（
淡
虚
写
容　
　
　

淡
虚　

容
を
写
し

（
払
空
伝
像　
　
　

空
を
払
い
て　

像
を
伝
う

（
相
具
体
微　
　
　

相　

具
し
て　

体　

微
に

（
沖
（
11
（

姿
自
朗　
　
　

沖
姿　

自
ら
朗あ
き

ら
か
な
り

7
白
毫
吐
曜　
　
　

白
毫　

曜
を
吐
き

（
昏
夜
中
爽　
　
　

昏
夜
に
中
爽
な
り

9
感
徹
乃
応　
　
　

感　

徹
す
れ
ば　

乃
ち
応
じ

（0
扣
誠
発
響　
　
　

扣　

誠
な
ら
ば　

響
き
を
発
す

（（
留
音
停
岫　
　
　

留
音　

岫
に
停
ま
り

（（
津
悟
冥
賞　
　
　

津
悟　

冥
賞
す

（（
撫
之
有
会　
　
　

之
を
撫
し
て　

会
有
ら
ば

（（
功
弗
由
曩　
　
　

功
あ
り
て　

曩さ
き

に
由
ら
ず

こ
れ
よ
り
さ
き
第
一
の
銘
で
は
、
法
身
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ

の
第
二
の
銘
で
は
仏
影
と
そ
の
応
現
が
描
写
さ
れ
る
。

　

銘
の
第
一
句
か
ら
第
四
句
ま
で
は
、
茫
漠
た
る
宇
宙
に
色
も
形
も
な
く
存
在
す
る

法
身
だ
け
で
は
、
衆
生
を
勧
奨
す
る
に
も
方
法
が
な
い
の
で
、
廬
山
に
仏
影
が
描
か

れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

第
五
句
か
ら
第
八
句
ま
で
は
、
法
身
の
応
現
と
し
て
の
仏
影
の
す
ば
ら
し
さ
が
描

写
さ
れ
る
。
仏
影
の
相
好
は
こ
と
ご
と
く
そ
な
わ
り
、
微
妙
で
あ
っ
て
、
と
と
の
っ

た
姿
は
さ
や
か
で
あ
り
、
眉
間
の
白
毫
は
ひ
か
り
輝
き
、
夜
の
闇
を
て
ら
す
。

　

第
九
、
十
句
に
は
、
衆
生
の
感
が
つ
よ
け
れ
ば
、
仏
は
そ
れ
に
応
ず
る
こ
と
、
ま

こ
と
心
で
た
た
け
ば
鐘
の
音
が
そ
れ
に
応
ず
る
が
ご
と
き
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。

　

第
十
一
句
か
ら
十
四
句
ま
で
は
、
鐘
の
音
の
余
韻
が
山
の
岫は
ざ
まに

残
る
よ
う
に
仏
の

教
え
が
世
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
さ
と
り
に
い
た
る
導
き
は
冥
々
の
う
ち
に
讃
え
味
わ

わ
れ
る
。
こ
の
仏
影
に
出
会
う
と
き
が
あ
れ
ば
、
そ
の
功
徳
に
よ
り
曩
昔
か
ら
の
宿
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究

縁
は
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
記
さ
れ
る
。

　

や
は
り
こ
こ
で
も
（
第
九
、
十
句
（
仏
影
を
観
て
さ
と
り
へ
と
至
り
た
い
と
願
う

衆
生
の
求
め
が
つ
よ
け
れ
ば
仏
は
か
な
ら
ず
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
う
、
感
応
の
考
え

方
が
そ
の
根
底
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
11
（

。
感
応
は
、
元
来
中
国
の
考
え
方
で
あ
る
。

七　

お
わ
り
に

　

鳩
摩
羅
什
と
慧
遠
と
の
問
答
で
あ
る
『
大
乗
大
義
章
』
に
お
い
て
、
鳩
摩
羅
什
は
、

法
身
と
は
、
色
も
形
も
な
く
、
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、
さ
と

り
そ
の
も
の
の
法
性
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
ま
た
さ
ら
に
法
身
菩
薩
や
十
方
無
量

の
変
化
仏
も
、
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
仏
心
か
ら
で
た
も
の
で
、
鏡
に
う
つ
る
像
の

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
真
実
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
物
質
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
再

三
に
わ
た
っ
て
慧
遠
に
説
い
た
。

　

し
か
し
そ
の
と
ら
え
る
こ
と
の
難
し
い
法
身
を
い
か
に
体
得
す
る
か
、
別
の
こ
と

ば
で
い
え
ば
、
さ
と
り
へ
と
向
か
う
力
は
何
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

慧
遠
は
そ
れ
が
感
応
に
よ
る
と
考
え
た
。
四
大
五
根
を
も
つ
実
体
的
な
仏
で
な
け
れ

ば
感
応
は
起
こ
ら
ず
、
衆
生
も
さ
と
り
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
考
え
か
ら
、

慧
遠
は
や
は
り
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

あ
る
と
き
に
は
色
も
形
も
な
い
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
法
身
を
と
ら
え
、
ま
た
あ

る
と
き
に
は
救
う
力
を
も
つ
感
応
の
主
体
と
し
て
法
身
を
み
る
。
概
念
の
整
合
性
を

強
く
は
も
と
め
ず
、
時
々
の
衆
生
の
真
理
を
求
め
る
こ
こ
ろ
と
そ
の
願
い
に
よ
り
そ

う
。
そ
し
て
陰
陽
が
変
化
し
交
代
し
循
環
す
る
よ
う
に
、
仏
教
思
想
と
中
国
思
想
と

の
間
を
自
由
に
往
来
し
て
、
ゆ
る
や
か
に
法
身
を
と
ら
え
る
こ
と
が
慧
遠
に
と
っ
て

の
仏
影
を
観
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　　
　
註

（
（
（
船
山　

徹
氏
の
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
―
劉
宋
・
南
斉
期
を
中

心
に
」「
第
三
章　

第
五
節　

仏
像
と
感
応
思
想
を
め
ぐ
っ
て
〈
法
身
の
哲
学
〉〈
礼
拝

懺
悔
の
対
象
〉」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
東
方
学
報
』
京
都
、
六
七
冊
、
一
九

九
五
年
（
を
参
照
。
ま
た
村
田
み
お
氏
「
仏
教
図
像
と
山
水
画
―
廬
山
慧
遠
「
仏
影

銘
」
と
宗
炳
「
画
山
水
序
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
京
都
大
学
中
国
哲
学
史
研
究
会
『
中
国

思
想
史
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
九
年
（
に
示
唆
を
受
け
た
。

（
（
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告　

木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』（
創

文
社
、
一
九
六
〇
年
（
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
、
四
五
三
～
四
六
四
頁
。

（
（
（
横
超
慧
日
著
『
中
国
仏
教
の
研
究　

第
二
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
一
年
（「
大
乗
大
義

章
研
究
序
説
」（
初
出
『
慧
遠
研
究　

研
究
篇
』
一
九
六
二
年
（「
大
乗
大
義
章
に
お
け

る
法
身
説
」（
初
出
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
一
七
集
、
一
九
六
五
年
（。

（
（
（
塚
本
善
隆
「
中
国
初
期
仏
教
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」
の
「
四　

廬
山
時
代
の
慧
遠　

9　

仏
影
窟
造
営
」（
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究　

研
究
篇
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
六

二
年
（。
後
に
同
氏
増
補
改
訂
版
『
中
国
仏
教
通
史　

第
一
巻
』「
第
八
章　

中
国
仏
教

史
上
の
慧
遠
（
三
三
四

－

四
一
六
（
と
そ
の
教
団　

第
九
節　

仏
影
窟
造
営
」（
春
秋
社
、

一
九
七
九
年
（
参
照
。

（
（
（『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』「
仏
影
銘
」
注
三
六
で
は
、「
罽
賓
禅
師
」
を
僧
伽
提
婆
に
当

て
て
い
る
（『
同
書
』
四
六
二
頁
（。
金
子
寛
哉
氏
「
廬
山
慧
遠
の
『
仏
影
銘
』
に
お
け

る
「
罽
賓
禅
師
」
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
一
巻
一
号
、
一
九
七
二

年
（
に
よ
れ
ば
、
仏
駄
跋
陀
羅
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
桑
山
正
進
氏
も
仏
駄
跋

陀
羅
と
さ
れ
る
（
後
の
注（
（0
（に
あ
げ
る
桑
山
正
進
著
『
カ
ー
ピ
シ
ー
＝
ガ
ン
ダ
ー
ラ

史
研
究
』
八
七
～
八
八
頁
参
照
（。
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
う
。

（
（
（
湯
用
彤
氏
は
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』「
第
十
一
章　

釈
慧
遠　

慧
遠
東
止
廬

山
」
に
「
仏
影
銘
」
に
言
及
し
て
、
そ
の
「
南
国
律
学
道
士
」
に
つ
き
、「
何い
づ
れの
人
為た

る



五
九

　
　
　
　
廬
山
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
つ
い
て

か
を
知
ら
ず
。
但
だ
法
顕
に
非
ざ
る
に
似
た
り
。（
法
（
顕
、
時
に
尚
お
未
だ
帰
来
せ
ざ

る
に
因
る
（
不
知
為
何
人
、
但
似
非
法
顕
、
因
（
法
（
顕
時
尚
未
帰
来
（」（
湯
用
彤
論

著
集
之
一
『
前
掲
書
』
上
冊
〈
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
〉
二
四
六
頁
（
と
記
す
。『
前

掲
書
』「
一
二
章　

伝
訳
求
法
与
南
北
朝
之
佛
教　

法
顕
之
行
程
」
部
分
を
も
参
照
す
る

と
、
海
路
中
国
帰
国
を
志
し
た
法
顕
は
、
義
煕
八
年
七
月
十
四
日
、
青
州
長
広
郡
牢
山

南
岸
に
漂
着
し
、
劉
道
憐
の
請
に
よ
り
一
冬
一
夏
を
過
ご
し
た
の
ち
、
都
建
康
に
入
っ

た
も
の
の
、
仏
影
台
が
造
営
さ
れ
銘
が
作
ら
れ
る
そ
の
年
の
秋
ま
で
に
、
廬
山
ま
で
足

を
伸
ば
す
時
間
は
持
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
湯
用
彤
氏
は
述
べ
る
の
で
あ
ろ

う
。
筆
者
も
慧
遠
か
ら
依
頼
さ
れ
て
作
ら
れ
た
謝
霊
運
の
「
仏
影
銘
」
の
記
述
か
ら
推

察
し
て
、
法
顕
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
（
筆
者
「
廬
山
慧
遠
の
『
仏
影
銘
』
に
お
け
る
「
南
国
律
学
道
士
」
に
つ
い
て
」、

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
六
巻
二
号
、
一
九
八
八
年
（。
し
か
し
法
顕
の
建
康
帰
着
時

期
は
、
義
煕
九
年
七
月
十
五
日
夏
坐
終
了
以
降
で
あ
り
（
足
立
喜
六
著
『
考
証
法
顕

伝
』〈
三
省
堂
、
一
九
三
六
年
〉
二
六
八
頁
に
拠
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
湯
用
彤
氏
も

同
意
見
（、
そ
の
の
ち
銘
が
書
か
れ
る
九
月
ま
で
に
法
顕
が
廬
山
を
訪
れ
る
こ
と
も
不
可

能
な
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
か
つ
て
の
卑
見
を
訂
正
し
、「
南
国
律
学
道
士
」
は
法

顕
と
み
る
。

（
7
（
慧
皎
著
、
吉
川
忠
夫
・
船
山　

徹
訳
『
高
僧
伝
（
一
（』「
晋
の
京
師
の
道
場
寺
の
仏

駄
跋
陀
羅
」（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
六
頁
（
参
照
。

（
（
（
大
南
龍
昇
「『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
三
昧
思
想
」（
仏
教
思
想
学
会
『
仏
教
学
』
四
〇

号
、
一
九
九
九
年
（
参
照
。

（
9
（
福
原
隆
善
「
日
中
に
お
け
る
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
受
容
と
展
開
」（『
第
（
回　

日

中
仏
教
学
術
交
流
会
議
発
表
要
旨
（
日
本
語
版
（
テ
ー
マ
中
国
浄
土
教
の
研
究
』
所
収
、

佛
教
大
学
発
行
、
二
〇
〇
〇
年
（。
同
氏
「
廬
山
慧
遠
に
お
け
る
仏
の
相
好
観
」（『
多
田

孝
正
博
士
古
稀
記
念
論
集　

仏
教
と
文
化
』
所
収
、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
八
年
（

に
拠
る
。

（
（0
（
桑
山
正
進
著
『
カ
ー
ピ
シ
ー
＝
ガ
ン
ダ
ー
ラ
史
研
究
』「
第
一
章　

五
世
紀
以
前
に
お

け
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
役
割　

第
四
節　

行
歴
僧
行
程
の
西
限　

那
竭
国　

第
五
節　

仏

影
と
そ
の
波
及
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
発
行
、
一
九
九
〇
年
（
に
拠
る
。

（
（（
（
桑
山
氏
『
前
掲
書
』
八
五~

九
〇
頁
参
照
。

（
（（
（
仏
影
窟
の
由
来
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
七
「
観
四
威
儀
品
第
六
之
余
」（
大
正
一

五
・
六
七
九
・
中~

六
八
一
・
下
（
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
桑
山
氏
『
前
掲
書
』
七
七~

八
四
頁
に
こ
の
部
分
の
全
訳
が
あ
る
。

（
（（
（
桑
山
氏
『
前
掲
書
』「
第
一
章　

第
二
節　

罽
賓
と
仏
鉢
」「
同
章　

第
五
節　

仏
影

と
そ
の
波
及
」
に
拠
る
。

（
（（
（『
法
顕
伝
』「
那
竭
城
南
半
由
延
、
有
石
室
、
博
（
搏
（
山
西
南
向
、
仏
留
影
此
中
、

去
十
餘
歩
観
之
、
如
仏
真
形
、
金
色
相
好
、
光
明
炳
著
、
転
近
転
微
、
髣
髴
如
有
、
諸

方
国
王
遣
工
画
師

写
、
莫
能
及
、
彼
国
人
伝
云
、
千
仏
尽
当
於
此
留
影
」（
大
正
五

一
・
八
五
九
・
上
（。
章
巽
校
注
『
法
顕
伝
校
注
』「
那
竭
国
」（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

九
八
五
年
（
四
七
頁
に
拠
り
、
前
掲
原
文
「
博
」
を
「
搏
」
と
す
る
。
那
竭
国
の
仏
影

窟
は
著
名
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五
「
道
栄
伝
」（
大
正
五
一
・
一
〇

二
一
・
下
（
や
『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
二
（
大
正
五
一
・
八
七
八
・
中
～
八
七
九
・

上
（
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
慧
遠
は
鳩
摩
羅
什
に
よ
り
『
大
智
度
論
』
百
巻
が
訳
さ
れ
る
と
、
巻
数
が
多
す
ぎ
る

の
で
そ
の
重
要
な
部
分
を
抄
出
す
る
と
と
も
に
「
大
智
（
度
（
論
抄
序
」
を
書
い
て
い

る
。
そ
こ
で
は
ま
だ
法
身
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
究
極
の
真

実
の
姿
を
、
非
有
非
無
で
あ
り
、
無
自
性
〔
無
性
〕
で
あ
り
、
法
性
で
あ
り
、
因
縁
生

で
あ
り
、
無
相
で
あ
り
〔
無
自
相
〕、
空
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
〔
空
空
〕
玄
妙
な

至
極
の
立
場
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
慧
遠
「
大
智
論
抄
序
」「
有
而
在
有
者
、
有
於
有
者

也
、
無
而
在
無
者
、
無
於
無
者
也
、
有
有
則
非
有
、
無
無
則
非
無
、
何
以
知
其
然
、
無

性
之
性
、
謂
之
法
性
、
法
性
無
性
、
因
縁
以
之
生
、
生
縁
無
自
相
、
雖
有
而
常
無
、
常

無
非
絶
有
、
猶
火
伝
而
不
息
、
夫
然
則
法
無
異
趣
、
始
末
淪
虚
、
畢
竟
同
争
（
浄
（、
有

無
交
帰
矣
、
故
遊
其
樊
者
、
心
不
待
慮
、
智
無
所
縁
、
不
滅
相
而
寂
、
不
修
定
而
閑
、

不
神
遇
以
斯
通
、
焉
識
空
空
之
為
玄
、
斯
其
至
也
、
斯
其
極
也
、
過
此
以
往
、
莫
之
或



六
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

知
」（『
出
三
蔵
記
集
』
巻
一
〇
（（
大
正
五
五
・
七
六
・
上
（。「
争
」
字
を
「
浄
」
字
に

改
め
る
の
は
、『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』「
大
智
論
抄
序
」
一
〇
〇
頁
に
拠
る
。

（
（（
（『
大
正
蔵
』
は
「
応
深
其
位
」（
大
正
五
二
・
一
九
八
・
上
（。『
大
正
蔵
』
の
校
勘
記

の
記
載
に
よ
り
、「
応
深
其
信
」
に
改
め
る
。

（
（7
（
木
村
宣
彰
「
中
国
仏
教
初
期
の
仏
陀
観
―
道
安
と
慧
遠
の
場
合
―
」（『
日
本
仏
教
学

会
報
』
五
三
号
、
一
九
八
八
年
（。
後
「
中
国
仏
教
初
期
の
仏
陀
観
」
と
改
題
し
て
木
村

宣
彰
著
『
中
国
仏
教
思
想
研
究
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
年
（
に
所
収
、
参
照
。

（
（（
（『
大
正
蔵
』
は
「
或
説
妙
行
法
身
性
生
身
」（
大
正
四
五
・
一
二
二
・
下
（。『
慧
遠
研

究　

遺
文
篇
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
（
六
頁
頭
注
「
身
、
恐
ラ
ク
ハ
衍
字
、
前
田

（
慧
雲
博
士
書
写
（
本
・
丘
（
檗
氏
校
刊
民
国
（
本
削
ル
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

（
（9
（『
大
正
蔵
』
は
「
汝
未
得
如
是
無
量
無
辺
見
頓
仏
身
」（
大
正
四
五
・
一
二
四
・
中
（。

　
　
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』
九
頁
頭
注
に
「
頃
（
大
正
蔵
で
は
「
頓
」、
筆
者
補
（、
丘
本

ハ
諸
ニ
改
ム
、
暫
ク
コ
レ
ニ
従
フ
」。

（
（0
（『
大
正
蔵
』
は
「
天
形
開
莫
善
於
諸
根
」（
大
正
四
五
・
一
二
九
・
下
（。『
大
正
蔵
』

校
勘
記
の
記
載
に
従
い
、「
夫
形
開
莫
善
於
諸
根
」
に
改
め
る
。

（
（（
（
井
波
律
子
著
『
世
説
新
語
』「
文
学
篇
第
四
の
9
」（
鑑
賞
中
国
の
古
典
（（
、
角
川
書

店
、
一
九
八
八
年
（
九
二
頁
他
参
照
。

（
（（
（
森
三
樹
三
郎
訳
『
世
説
新
語
』（
中
国
古
典
文
学
大
系
9　

森
三
樹
三
郎
・
宇
都
宮
清

吉
訳
『
世
説
新
語　

顔
氏
家
訓
』、
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
（
九
四
頁
に
拠
る
。

（
（（
（『
世
説
新
語
』「
文
学
」
篇
の
慧
遠
と
殷
仲
堪
と
の
対
話
は
、『
易
』「
咸
」
卦
に
基
づ

く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
田　

済
著
『
易
』（
新
訂
中
国
古
典
選
一
、
朝
日
新
聞
社
、
一

九
六
六
年
（
二
四
二
頁
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
「
咸
」
卦
の
解
釈
に
つ
い
て
も
同
氏
の

解
説
に
拠
る
。

（
（（
（『
大
正
蔵
』
は
「
中
姿
自
朗
」（
大
正
五
二
・
一
九
八
・
上
（。
校
勘
記
の
記
述
に
よ
り

「
沖
姿
自
朗
」
に
改
め
る
。

（
（（
（
慧
遠
は
六
九
歳
ご
ろ
『
般
舟
三
昧
経
』
に
基
づ
く
念
仏
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
慧
遠

は
そ
の
「
念
仏
三
昧
詩
集
序
」
に
お
い
て
、
仏
像
も
し
く
は
仏
画
を
観
て
、
深
い
三
昧

に
入
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
三
昧
の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

仏
の
像
が
現
わ
れ
て
光
輝
き
、
空
が
体
得
さ
れ
、
同
時
に
仏
の
感
応
に
よ
り
神
が
純
化

さ
れ
る
と
す
る
。
拙
稿
「
廬
山
慧
遠
の
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
」（『
法
然
仏
教
と
そ
の
可

能
性
』
所
収
、
佛
教
大
学
発
行
、
法
蔵
館
制
作
、
二
〇
一
二
年
（
を
併
せ
て
参
照
願
え

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
参
考
文
献
〕

志
村
良
治
「
慧
遠
に
お
け
る
法
身
の
理
解
―
「
仏
影
銘
」
を
中
心
と
し
て
―
」（
志
村
良
治

博
士
著
作
集
Ⅰ
『
中
国
詩
論
集
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
（（
初
出
、
金
谷　

治

編
『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探
求
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
八
三
年
（

定
方　

晟
「
燃
燈
仏
・
仏
影
窟
・
ミ
ス
ラ
教
」（
日
本
宗
教
学
会
『
宗
教
研
究
』
二
七
七
号
、

一
九
八
八
年
（　

後
に
同
氏
著
『
異
端
の
イ
ン
ド
』「
第
六
章　

中
国
僧
が
イ
ン
ド
の
仏
影
窟

に
憧
れ
る
こ
と　

洞
窟
の
中
の
ブ
ッ
ダ
の
影
」（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
（

曽
和
義
宏
「『
大
乗
大
義
章
』
に
お
け
る
仏
身
論
」（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
『
浄
土
宗
学

研
究
』
三
六
号
、
二
〇
一
〇
年
（

遠
藤
祐
介
著
『
六
朝
期
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
研
究
』「
第
三
章　

廬
山
慧
遠
に
お
け
る
問

題
意
識
と
仏
教
思
想
─
『
大
乗
大
義
章
』
を
通
し
て
─
』（
白
帝
社
、
二
〇
一
四
年
（（
初
出
、

「『
大
乗
大
義
章
』
に
見
え
る
慧
遠
の
問
題
意
識
」、『
智
山
学
報
』
五
四
輯
、
二
〇
〇
五
年
（



六
一

　
　
　
　
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

一　

は
じ
め
に

　

法
然
上
人
（
以
下
、
祖
師
の
敬
称
を
略
す
）
は
『
無
量
寿
経
釈
』
に
お
い
て
阿
弥

陀
仏
の
仏
格
を
報
身
と
定
義
し
て
い
る
）
（
（

。
そ
の
後
、『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
真
化

二
身
論
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
段
と
『
観
無
量
寿
経
』
の

真
身
観
に
基
づ
き
阿
弥
陀
仏
の
個
別
的
な
特
徴
で
あ
る
「
本
願
成
就
・
光
明
摂
取
・

来
迎
引
接
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
格
を
報
身
と
す
る
こ
と
と
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
）
（
（

。
一
方
で
、
名
号
観
に
目
を
向
け
る
と
法
身
的
な
内
容
を
含
ん

だ
解
釈
が
示
さ
れ
る
文
献
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
『
三
部
経
釈
』

に
お
け
る
名
号
観
に
つ
い
て
は
、
香
月
乗
光
氏
）
（
（

・
坪
井
俊
映
氏
）
（
（

・
深
貝
慈
孝
氏
）
（
（

等

の
研
究
が
あ
る
。

　

ま
た
『
逆
修
説
法
』
の
説
示
に
つ
い
て
は
安
孫
子
稔
章
氏
）
（
（

の
研
究
が
あ
り
、
名
号

観
に
関
す
る
言
及
と
し
て
は
末
木
文
美
士
氏
）
（
（

の
研
究
が
あ
る
。
最
近
で
は
長
尾
隆
寛

氏
）
（
（

に
よ
っ
て
『
三
部
経
釈
』
を
中
心
に
名
号
観
に
関
し
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

法
然
の
名
号
観
が
示
さ
れ
る
書
物
と
し
て
は
、『
三
部
経
釈
』・『
阿
弥
陀
経
釈
』・

『
往
生
浄
土
用
心
』・『
逆
修
説
法
』・『
選
択
集
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者

は
別
稿
に
お
い
て
、『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
名
号
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の

中
で
『
選
択
集
』
に
お
け
る
万
徳
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
所
有
す
る
「
内
証
外
用
の
あ

ら
ゆ
る
功
徳
」
で
あ
り
、「
一
切
法
（
す
べ
て
の
法
）」・「
衆
徳
（
す
べ
て
の
功

徳
）」
が
名
号
に
含
ま
れ
る
と
す
る
源
信
や
永
観
の
説
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し

た
）
（
（

。
こ
の
『
選
択
集
』
の
名
号
観
は
、
最
終
的
に
法
然
が
捉
え
た
阿
弥
陀
仏
を
考
察

す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
選
択
集
』
に
み
ら
れ
る
名
号
観

と
『
三
部
経
釈
』・『
阿
弥
陀
経
釈
』・『
往
生
浄
土
用
心
』『
逆
修
説
法
』
の
説
示
は

同
一
で
は
な
い
。
特
に
『
選
択
集
』
と
大
き
く
内
容
が
異
な
る
『
三
部
経
釈
』
に
つ

い
て
坪
井
氏
や
深
貝
氏
は
偽
撰
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
三

部
経
釈
』
に
関
し
て
思
想
変
遷
と
い
う
視
点
よ
り
真
撰
と
み
な
し
、
考
察
を
加
え
た

も
の
が
長
尾
氏
の
論
考
で
あ
る
。
筆
者
は
基
本
的
に
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
『
三
部
経
釈
』・『
阿
弥
陀
経
釈
』・『
往
生
浄
土
用
心
』・

『
逆
修
説
法
』・『
選
択
集
』
の
説
示
に
関
し
て
、
法
身
的
阿
弥
陀
仏
解
釈
か
ら
純
粋

な
而
二
相
対
論
へ
の
移
行
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

二
、
法
然
の
名
号
観

　
『
三
部
経
釈
』
に
は
、
次
の
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
三
字
の
名
号
は
少
な
し
と
い
え
ど
も
、
如
来
所
有
の
内
証
外
用
の
功
徳
、

万
億
恒
沙
の
甚
深
の
法
門
を
こ
の
中
に
摂
め
た
り
。
誰
か
こ
れ
を
測
る
べ
き
や
。

　
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
―

�

曽　

根　

宣　

雄　



六
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

『
疏
』
の
「
玄
義
分
」
に
、
こ
の
名
号
を
釈
し
て
い
わ
く
「
阿
弥
陀
仏
と
い
は

こ
れ
天
竺
の
正
音
、
こ
こ
に
は
翻
じ
て
無
量
寿
覚
と
い
う
。
無
量
寿
と
い
は
こ

れ
法
、
覚
と
い
は
こ
れ
人
、
人
法
並
べ
て
彰
わ
す
。
か
る
が
故
に
阿
弥
陀
仏
と

い
う
。
人
法
と
い
は
所
観
の
境
な
り
。
こ
れ
に
つ
い
て
依
報
あ
り
、
正
報
あ

り
」
と
い
え
り
。
し
か
れ
ば
始
め
弥
陀
如
来
、
観
音
、
勢
至
、
普
賢
、
文
殊
、

地
蔵
、
竜
樹
よ
り
乃
至
か
の
土
の
菩
薩
声
聞
等
に
至
る
ま
で
具
え
た
ま
え
る
と

こ
ろ
の
事
理
の
観
行
、
定
慧
の
功
力
、
内
証
の
智
慧
、
外
用
の
功
徳
、
総
じ
て

万
徳
無
漏
の
所
証
の
法
門
、
み
な
こ
と
ご
と
く
三
字
の
中
に
摂
ま
れ
り
。
総
じ

て
極
楽
界
に
い
ず
れ
の
法
門
か
漏
れ
た
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
。
し
か
る
を
こ
の
三

字
の
名
号
を
ば
諸
宗
各
我
が
宗
に
釈
し
入
れ
た
り
。
真
言
に
は
阿
字
本
不
生
の

義
、
四
十
二
字
を
出
生
せ
り
。
一
切
の
法
は
阿
字
を
離
れ
た
る
事
な
き
が
故
に

功
徳
甚
深
の
名
号
と
い
え
り
。
天
台
宗
に
は
空
仮
中
の
三
諦
、
正
了
縁
の
三
義
、

法
報
応
の
三
身
、
如
来
所
有
の
功
徳
、
こ
れ
を
出
で
ざ
る
が
故
に
功
徳
莫
大
な

り
と
い
え
り
。
か
く
の
ご
と
く
諸
宗
に
各
我
が
存
ず
る
と
こ
ろ
の
法
に
つ
い
て

阿
弥
陀
の
三
字
を
釈
せ
り
。
い
ま
こ
の
宗
の
心
は
、
真
言
の
阿
字
本
不
生
の
義

も
、
天
台
の
三
諦
一
理
の
法
も
、
三
論
の
八
不
中
道
の
旨
も
、
法
相
の
五
重
唯

識
の
心
も
、
総
じ
て
森
羅
の
万
法
、
広
く
こ
れ
を
摂
す
と
習
う
。
極
楽
世
界
に

漏
れ
た
る
法
門
な
き
が
故
に
）
（1
（

。

　

法
然
は
、「
阿
弥
陀
」
と
い
う
三
字
の
名
号
の
中
に
、
阿
弥
陀
仏
の
内
証
外
用
の

功
徳
及
び
万
徳
恒
沙
の
甚
深
の
法
門
が
摂
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。『
観
経
疏
』
玄

義
分
の
説
示
を
受
け
て
、
阿
弥
陀
仏
の
説
明
を
し
た
後
に
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
は
じ
ま

り
、
観
音
・
勢
至
・
普
賢
・
文
殊
・
地
蔵
・
竜
樹
及
び
浄
土
の
菩
薩
声
聞
が
具
足
し

て
い
る
「
事
理
の
観
行
・
定
慧
の
功
力
・
内
証
の
智
慧
・
外
用
の
功
徳
・
万
徳
無
漏

の
所
証
の
法
門
」
の
す
べ
て
が
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
こ
と
ご
と
く
摂
ま
っ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
真
言
天
台
の
義
を
説
明
し
た
後
に
、「
真
言
の
阿
字
本
不

生
の
義
・
天
台
の
三
諦
一
理
の
法
・
三
論
の
八
不
中
道
の
旨
・
法
相
の
五
重
唯
識
の

心
・
森
羅
の
万
法
」
が
阿
弥
陀
の
三
字
に
摂
せ
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
極

楽
世
界
に
漏
れ
た
る
法
門
が
な
い
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　
『
三
部
経
釈
』
に
お
い
て
は
、「
阿
弥
陀
」
の
三
字
の
名
号
に
如
来
の
内
証
外
用
の

功
徳
と
万
徳
恒
沙
の
法
門
が
摂
ま
る
と
す
る
。「
阿
弥
陀
仏
」
で
は
な
く
「
阿
弥

陀
」
の
三
字
に
す
べ
て
が
摂
ま
る
と
す
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
『
阿
弥
陀
経
釈
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

阿
彌
陀
ト
ハ
者
、
極
樂
之
化
主
、
十
方
諸
佛
之
所
讃
也
。
今
ハ
者
世
尊
讃
㆓
彌
陀

引
攝
之
大
㆒コ
ト
ヲ
、
説
㆓
極
樂
境
界
之
妙
㆒コ
ト
ヲ
、
教
㆓
苦
界
ノ
衆
生
㆒
感
㆓
安
樂
ノ
勝

果
一。
故
以
㆓
佛
ノ
名
號
㆒ヲ
爲
㆓
經
別
號
㆒、
攝
㆓
所
有
之
衆
徳
㆒ヲ
、
歸
㆓シ
テ
能
化
ノ
一
身
㆒ニ

但
云
㆓
阿
彌
陀
㆒
也
）
（（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
と
は
極
楽
の
化
主
の
名
で
あ
り
、
十
方
諸
仏
が
称
讃
す
る
所

だ
と
し
た
上
で
、
今
釈
尊
は
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
功
徳
が
大
き
い
こ
と
を
讃
歎
し
、

極
楽
世
界
の
妙
な
る
こ
と
を
説
き
、
苦
界
の
衆
生
に
教
え
て
浄
土
の
勝
れ
た
様
を
感

じ
得
さ
せ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
題
と
し
、
そ
の

名
号
に
あ
ら
ゆ
る
功
徳
が
摂
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
徳
が
阿
弥
陀
の
三
字
に
摂
め
ら
れ

て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
「
阿
弥
陀
仏
」
で
は
な
く
「
阿
弥
陀
」
に

あ
ら
ゆ
る
衆
徳
が
摂
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
往
生
浄
土
用
心
』
に
は
、

し
か
る
に
生
死
を
離
れ
仏
道
に
入
る
に
は
、
菩
提
心
を
発
し
煩
悩
を
尽
く
し
て
、



六
三

　
　
　
　
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

三
祇
百
劫
難
行
苦
行
し
て
こ
そ
仏
に
は
成
る
べ
き
に
て
そ
う
ろ
う
に
、
五
濁
の

凡
夫
、
我
が
力
に
て
は
願
行
具
わ
る
事
叶
い
難
く
て
、
六
道
四
生
に
廻
り
そ
う

ろ
う
な
り
。
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
）
（1
（

。

と
説
か
れ
て
い
る
。

　

生
死
解
脱
の
た
め
に
は
、
菩
提
心
を
発
し
長
き
に
渡
り
難
行
苦
行
し
て
こ
そ
成
仏

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
五
濁
の
凡
夫
は
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
願
行
を
成
就
す
る
こ
と

が
叶
い
が
た
い
。
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
は
、
末
法
の
凡
夫
の
こ
と
を
哀
れ
ん
で
、
法
蔵

菩
薩
時
に
私
達
凡
夫
に
行
じ
が
た
い
苦
行
を
兆
載
永
劫
の
間
修
し
、
阿
弥
陀
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
。

　
『
往
生
浄
土
用
心
』
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
一
仏
に
具
わ
っ

た
内
証
外
用
の
功
徳
が
、
阿
弥
陀
の
三
字
に
摂
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る

功
徳
で
は
な
く
、
限
定
的
に
阿
弥
陀
仏
の
内
証
外
用
の
功
徳
と
す
る
点
が
『
三
部
経

釈
』
及
び
『
阿
弥
陀
経
釈
』
と
異
な
る
所
で
あ
る
が
、
そ
の
功
徳
が
摂
め
ら
れ
る
の

は
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
で
あ
る
。

　

続
い
て
『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
み
て
み
よ
う
。
三
七
日
に
は
、

阿
彌
陀
佛
ノ
内
證
外
用
ノ
功
徳
雖
㆓
無
量
㆒ト
取
㆑ニ
要
不
如
㆓カ
名
號
功
徳
㆒ニ
ハ
是
ノ
故
ニ
即

彼
ノ
阿
彌
陀
佛
殊
ニ
以
㆓
我
ガ
名
號
㆒ヲ
濟
㆓
度
シ
衆
生
）
（1
（

㆒ヲ

と
説
か
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
内
証
外
用
の
功
徳
は
無
量
で
あ
る
が
、
要
を
取
る
な
ら
ば

名
号
の
功
徳
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
は
名
号
を
も
っ
て
衆
生
を
済
度
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
同
じ
く
三
七
日
に
は
、

初
ニ
殊
勝
功
徳
故
ト
者
、
彼
ノ
佛
ハ
因
果
惣
別
ノ
一
切
ノ
萬
徳
、
皆
悉
ク
名
號
ニ
顯
ル

故
、
一
度
モ
唱
㆓レ
バ
南
無
阿
彌
陀
佛
㆒ト
得
㆓
大
善
根
㆒ヲ
也
。
是
以
西
方
要
決
ニ
云
、

諸
佛
願
行
成
㆓
此
果
名
㆒、
但
能
念
㆑
號
具
ニ
包
㆓
衆
徳
㆒、
故
成
㆓
大
善
㆒
不
㆑
廢
㆓
往

生
㆒
云
）
（1
（

々

と
説
か
れ
て
い
る
。
念
仏
の
殊
勝
の
功
徳
と
し
て
、
因
果
総
別
の
一
切
の
万
徳
が
悉

く
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
顕
れ
る
こ
と
を
あ
げ
、
一
度
で
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
れ

ば
、
大
善
根
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。『
西
方
要
決
』
の
諸
仏
の
願
行

は
こ
の
果
名
を
成
じ
て
い
る
の
で
、
名
号
を
念
じ
れ
ば
衆
徳
が
具
わ
る
と
し
、
名
号

を
称
え
る
こ
と
は
大
善
を
成
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
往
生
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
す

る
説
示
を
引
用
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
逆
修
説
法
』
三
七
日
に
お
い
て
は
、
名
号
に
衆
徳
が
具
わ
る
と
し

て
い
る
。
三
七
日
の
説
示
で
は
、
名
号
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
阿
弥

陀
」
の
三
字
で
あ
る
の
か
「
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

が
示
さ
れ
る
の
が
六
七
日
の
説
示
で
あ
る
。

名
號
ノ
功
徳
ハ
一
切
ノ
諸
佛
ニ
皆
有
㆓マ
ス
二
種
ノ
名
號
㆒。
謂
ク
通
號
ト
別
號
也
。
別
號
ト

者
藥
師
瑠
璃
光
阿
閦
釋
迦
牟
尼
ナ
ン
ト
申
ハ
是
レ
別
號
也
。
念
佛
モ
准
㆑シ
テ
之
可
㆑
知
。
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佛
　
教
　
文
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研
　
究

阿
彌
陀
佛
ニ
モ
有
㆓マ
ス
通
號
別
號
㆒。
阿
彌
陀
ト
者
別
號
也
。
此
ニ
ハ
云
㆓
無
量
壽
無
量

光
㆒。
此
ノ
別
號
ノ
功
徳
ハ
前
ニ々
奉
㆑リ
釋
候
。
通
號
ト
者
云
㆑フ
佛
ト
是
也
。
一
切
ノ
諸

佛
皆
具
㆓下
タ
マ
ヘ
リ
此
ノ
名
㆒ヲ
一
佛
モ
無
㆑
替
ル
コ
ト
。
佛
ト
者
具
ニ
ハ
云
㆓
佛
陀
㆒ト
、
此
ニ
ハ

翻
シ
テ
云
㆓
覺
者
㆒ト
。
付
㆑テ
之
ニ
有
㆓
三
ノ
意
㆒。
自
覺
々
他
覺
行
圓
滿
也
。
自
覺
ト
者

異
㆓リ
凡
夫
㆒ニ
、
覺
他
ト
者
異
㆓
二
乘
㆒ニ
、
覺
行
圓
滿
ト
者
異
㆓
菩
薩
）
（1
（

㆒ニ
。

　

こ
こ
で
法
然
は
名
号
の
功
徳
に
は
、
通
号
と
別
号
の
二
種
が
あ
る
と
す
る
。
別
号

と
は
薬
師
・
瑠
璃
光
・
阿
閦
・
釈
迦
牟
尼
等
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
も
通
号
と
別
号

が
あ
り
、「
阿
弥
陀
」
と
は
別
号
で
あ
り
、
無
量
寿
・
無
量
光
の
意
で
あ
る
。
通
号

と
は
「
仏
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
仏
」
と
は
自
覚
覚
他
覚
行
円
満
で
あ
り
、
自
覚
と

は
凡
夫
に
異
な
り
、
覚
他
と
は
二
乗
に
異
な
り
、
覚
行
円
満
と
は
菩
薩
に
異
な
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

又
西
方
要
決
ニ
云
。
諸
佛
願
行
成
㆓
此
果
名
㆒。
但
能
念
㆑
號
具
包
㆓
衆
徳
㆒
、
故

成
㆓
大
善
㆒。
已
上
是
レ
通
號
ノ
功
徳
成
㆓
大
善
㆒
也
。
然
ニ
永
觀
律
師
ノ
十
因
ニ
釋
㆓ス
ル

ニ
阿
彌
陀
三
字
㆒ヲ
之
コ
ソ
處
ニ
、
引
㆓テ
此
文
㆒ヲ
釋
㆓
成
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
別
號
ノ
功
徳
大
善
ナ
ル
樣

ヲ
者
、
僻
事
也
。
申
㆓
南
無
阿
彌
陀
佛
㆒ト
功
徳
殊
勝
ナ
ル
コ
ト
ハ
者
、
通
號
之
佛
ト
云

一
字
之
故
也
。
云
㆓フ
阿
彌
陀
㆒ト
之
名
號
ノ
目
出
タ
貴
キ
モ
、
彼
佛
之
名
號
ナ
ル
カ
故
也
。

然
ニ
阿
彌
陀
ノ
三
字
ヲ
付
㆑キ
名
ニ
給
ヘ
ル
故
ニ
、
功
徳
殊
勝
ナ
ル
佛
ニ
テ
坐
マ
ス
樣
ニ
申
ス
人
モ

候
。
其
レ
ハ
僻
事
ニ
テ
候
也
）
（1
（

。

　

三
七
日
と
同
様
に
『
西
方
要
決
』
を
引
用
し
、
名
号
に
衆
徳
が
具
わ
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
」
の
別
号
故
で
は
な
く
、「
仏
」
の
通
号
故
だ
と
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
永
観
の
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
功
徳
を
見
い
だ
す
論
理
を
完
全
に
否

定
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
逆
修
説
法
』
六
七

日
に
お
い
て
は
、
名
号
に
衆
徳
が
具
わ
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
」
の
三

字
故
で
は
な
く
「
仏
」
と
い
う
通
号
が
あ
る
故
に
摂
ま
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
に
衆
徳
が
具
わ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
期
に
『
選
択
集
』
第
三
章
の
説
示
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

初
ニ
勝
劣
ト
ハ
者
念
佛
ハ
是
レ
勝
餘
行
ハ
是
レ
劣
ナ
リ
所ユ

以エ

者
何
イ
カ
ン
ト
ナ
レ
バ
名
號
ハ
是
レ

萬
徳
ノ
所
㆑
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
ニ
名
號
功
徳
最
モ
爲
㆑
勝
也
餘
行
ハ
不
㆑

然
ラ
各
守
㆓ル
一
隅
㆒ヲ
是
以
爲
㆑
劣
ト
也
）
（1
（
　

　

法
然
は
勝
劣
の
義
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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
。
す
な
わ
ち
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
。

　
『
選
択
集
』
第
三
章
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
①
「
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の

中
に
功
徳
が
摂
在
し
て
い
る
」
と
す
る
点
、
ま
た
そ
の
摂
在
す
る
功
徳
は
万
徳
と
表

現
さ
れ
る
が
あ
く
ま
で
も
②
「
阿
弥
陀
仏
の
具
足
し
た
内
証
外
用
の
功
徳
」
と
さ
れ

る
点
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
法
然
の
説
示
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
に
な
る
。

⑴
『
三
部
経
釈
（
大
意
）』
―
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
の
名
号
に
如
来
の
内
証
外
用
の

功
徳
と
万
徳
恒
沙
の
法
門
が
摂
ま
る
。

⑵
『
阿
弥
陀
経
釈
』
―
あ
ら
ゆ
る
衆
徳
が
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
摂
め
ら
れ
る
。

⑶
『
往
生
浄
土
用
心
』―
阿
弥
陀
仏
に
具
わ
っ
た
内
証
外
用
の
功
徳
が
、「
阿
弥
陀
」

の
三
字
に
摂
め
ら
れ
る
。



六
五

　
　
　
　
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

⑷
『
逆
修
説
法
』
―
名
号
に
衆
徳
が
具
わ
る
が
、
そ
れ
は
「
阿
弥
陀
」
の
三
字
故
で

は
な
く
「
仏
」
と
い
う
通
号
が
あ
る
故
に
摂
ま
る
。

⑸
『
選
択
集
』
―
「
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
中
に
内
証
外
用
の
功
徳
が
摂
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
⑴
⑵
に
お
い
て
は
、「
阿
弥
陀
」
の
三
字
に
す
べ
て
の
功
徳
が
摂
ま

る
と
し
、
⑶
は
三
字
に
内
証
外
用
の
功
徳
が
摂
め
ら
れ
る
と
す
る
。
⑷
は
「
阿
弥
陀

仏
」
と
い
う
名
号
に
す
べ
て
の
功
徳
が
摂
ま
る
と
し
、
⑸
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中

に
阿
弥
陀
仏
の
内
証
外
用
の
功
徳
が
摂
ま
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
往
生
浄
土

用
心
』
と
『
逆
修
説
法
』
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
は
、
断
定
し
が
た
い
も
の
の
、
と

り
あ
え
ず
『
三
部
経
釈
』
→
『
阿
弥
陀
経
釈
』
→
『
往
生
浄
土
用
心
』
→
『
逆
修
説

法
』
→
『
選
択
集
』
と
い
う
思
想
的
な
変
遷
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
論

に
お
い
て
確
認
し
た
い
の
は
、
法
然
が
名
号
の
功
徳
を
重
視
す
る
中
で
、
最
終
的
に

『
選
択
集
』
に
お
い
て
「
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
中
に
阿
弥
陀
仏
の
具
足
し
た
内
証

外
用
の
功
徳
が
摂
在
す
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
功
徳
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
内
証
外
用
の
功
徳
と
限
定
し
て
述
べ
て
い
る
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
法
然
の
三
身
即
一

と
は
、
内
証
の
功
徳
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
）
（1
（

。　

三
、『
勧
心
往
生
論
』
の
説
示
と
の
比
較

　

源
信
と
永
観
の
名
号
観
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
究
し
た
の
で
）
（1
（

、
こ
こ
で

は
時
代
的
に
法
然
と
重
な
っ
て
い
る
『
勧
心
往
生
論
』
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み

た
い
。

　
『
勧
心
往
生
論
』
は
、
天
台
宗
の
忍
空
の
著
作
で
あ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
、
本
書

は
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
年
）
に
撰
述
さ
れ
、
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
年
）
に
再
治

さ
れ
て
い
る
。
忍
空
は
、
天
台
宗
の
僧
侶
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
天
台

宗
の
系
図
や
伝
記
に
も
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
勧
心
往
生

論
』
の
成
立
時
、
法
然
は
二
十
二
～
三
歳
で
あ
り
、
そ
の
た
め
叡
山
に
お
い
て
修
行

中
の
法
然
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

　
『
勧
心
往
生
論
』
で
は
、「
万
法
の
弥
陀
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

第
二
に
万
法
即
ち
是
れ
弥
陀
な
る
こ
と
を
辨
ぜ
ば
、
即
ち
前
の
観
の
意
を
用
い
、

別
し
て
弥
陀
を
観
ず
な
り
。
阿
弥
陀
と
は
此
れ
無
量
寿
と
翻
す
。
あ
る
い
は
無

量
光
と
い
う
。
あ
る
い
は
無
量
清
浄
光
等
と
名
づ
く
。
無
量
寿
と
は
竪
の
利
益

を
顕
す
。
三
世
の
益
物
限
量
な
く
、
故
に
此
れ
法
身
常
住
の
妙
徳
を
表
す
。
無

量
光
と
は
横
の
利
益
を
顕
す
。
十
方
界
を
照
ら
し
て
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。

此
れ
般
若
照
明
の
妙
徳
を
表
す
。
清
浄
光
と
は
利
益
の
用
を
顕
す
。
無
量
の
業

垢
を
消
滅
す
。
故
に
此
れ
解
脱
無
累
の
妙
徳
を
表
す
。
佛
徳
多
し
と
い
え
ど
も
、

三
徳
を
出
で
ず
。
三
徳
の
秘
蔵
は
万
徳
を
含
む
。
故
に
慈
恩
の
云
が
如
く
ん
ば
、

諸
仏
の
願
行
此
の
果
名
を
成
じ
て
、
但
能
く
号
を
念
ず
れ
ば
衆
徳
を
具
包
す
と
）
1（
（

。

　

忍
空
は
、
三
徳
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
無
量
寿
―
竪
の
利
益
―
法
身
常
住
の
妙
徳
、

無
量
光
―
横
の
利
益
―
般
若
照
明
の
妙
徳
、
清
浄
光
―
利
益
の
用
―
解
脱
無
累
の
妙

徳
」
と
し
た
上
で
、
名
号
に
衆
徳
が
具
包
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
勧

心
往
生
論
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
る
。

苦
道
は
即
ち
法
身
な
り
。
無
始
生
死
、
二
死
、
三
界
、
四
生
、
五
趣
、
六
入
、

七
識
、
八
寒
八
熱
、
九
居
、
十
界
、
二
十
五
有
、
三
千
の
依
正
、
み
な
寂
静
の

門
な
り
。
即
ち
是
れ
弥
陀
内
証
の
妙
理
、
外
用
の
色
身
な
り
）
11
（

。

　

三
道
の
一
つ
で
あ
る
苦
道
（
煩
悩
と
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
輪
廻
）
が
そ
の
ま
ま

法
身
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
無
始
生
死
（
無
始
よ
り
続
い
て
い
る
生
死
の
苦
し
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み
）、
二
死
（
輪
廻
す
る
分
段
生
死
と
解
脱
し
た
変
易
生
死
）、
三
界
（
欲
界
・
色

界
・
無
色
界
）、
四
生
（
胎
生
・
卵
生
・
湿
生
・
化
生
）、
五
趣
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
・
人
間
・
天
上
）、
六
入
（
六
根
）、
七
識
（
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身

識
・
意
識
・
末
那
識
）、
八
寒
八
熱
（
地
獄
）、
九
居
（
人
間
界
・
色
界
の
四
天
・
四

無
色
界
）、
十
界
（
地
獄
界
・
餓
鬼
界
・
畜
生
界
・
阿
修
羅
界
・
人
間
界
・
天
上

界
・
声
聞
界
・
縁
覚
界
・
菩
薩
界
・
仏
界
）、
二
十
五
有
（
欲
界
一
四
種
・
色
界
七

種
、
無
色
界
四
種
）、
三
千
世
界
の
生
と
そ
の
環
境
の
す
べ
て
が
い
ず
れ
も
寂
静
の

門
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
万
法
が
弥
陀
で
あ
る
か
ら
、
森
羅
万
象
す
べ
て
の
存
在
（
地
獄
餓
鬼

畜
生
の
三
悪
趣
ま
で
も
が
）
阿
弥
陀
仏
の
内
証
の
妙
理
、
外
用
の
色
身
の
顕
現
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
示
は
、
法
身
の
弥
陀
を
説
く
こ
と
が
ど
う
い
っ
た
内
容
に
な

る
の
か
を
考
察
す
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
万
法
の
弥
陀
（
法

身
的
阿
弥
陀
仏
解
釈
）
の
中
に
は
、
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無

漏
だ
け
で
な
く
有
漏
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
然
の
説
く
内
証
外

用
に
は
、
有
漏
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

法
然
は
末
法
の
凡
夫
の
自
覚
に
立
ち
、
そ
の
上
で
念
仏
一
行
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏

に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
教
え
を
提
示
し
た
。『
逆
修
説
法
』
六
七
日
に
お
け
る
「
娑

婆
の
外
に
極
楽
あ
り
、
我
が
身
の
外
に
阿
弥
陀
佛
ま
し
ま
す
と
説
き
て
、
此
の
界
を

厭
い
、
彼
の
国
に
生
じ
て
無
生
忍
を
得
ん
と
の
旨
を
明
か
す
な
り
）
11
（

」
と
い
う
説
示
は

「
娑
婆
と
浄
土
」「
凡
夫
と
阿
弥
陀
仏
」
が
相
即
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
厭
う

べ
き
娑
婆
・
求
め
る
べ
き
浄
土
」「
被
救
済
者
凡
夫
・
救
済
者
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

位
相
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
善
導
に
導
か
れ
て
浄
土
宗
を
開
宗
し
た
法
然
に

お
い
て
は
、『
無
量
寿
経
釈
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
の
段
階
よ
り
阿
弥

陀
仏
及
び
極
楽
浄
土
が
報
身
報
土
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

阿
弥
陀
仏
の
功
徳
、
特
に
名
号
の
最
勝
性
を
示
す
こ
と
は
、
教
学
上
非
常
に
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
法
然
は
当
初
、
衆
徳
が
名
号
に
摂
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
論
を
依
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
衆
徳
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
説
示
は
、『
勧
心
往
生
論
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
万
法
の
弥

陀
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
漏
無
漏
の
一
切
の
存
在
が
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て

包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
救
済
者
阿
弥
陀
仏
の
中
に
三
悪
道
等
の
一
切
が
内
包
さ

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
而
二
相
対
論
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。（
※
最
後
の
図
を
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
）
そ
れ
故
に
法
然
に
と
っ
て
は
法
身
的
阿
弥
陀

仏
解
釈
と
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
内
容
と
決
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
三

部
経
釈
』『
阿
弥
陀
経
釈
』『
往
生
浄
土
用
心
』『
逆
修
説
法
』
は
、
そ
の
思
想
変
遷

を
示
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
明
示
し
た
の
が
『
選
択
集
』
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
『
三
部
経
釈
』
は
、
名
号
観
等
か
ら
偽
撰
と
見
な
す
先
学
も
あ
る
が
、
天
台
宗
に

お
け
る
阿
弥
陀
仏
解
釈
の
残
滓
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。
そ
し

て
『
三
部
経
釈
』
の
名
号
観
を
東
大
寺
講
説
の
三
部
経
釈
（『
無
量
寿
経
釈
』・『
観

無
量
寿
経
釈
』・『
阿
弥
陀
経
釈
』）
よ
り
も
前
の
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、

⑴
『
三
部
経
釈
』
→
⑵
『
阿
弥
陀
経
釈
』
→
⑶
『
往
生
浄
土
用
心
』
→
⑷
『
逆
修
説

法
』
→
⑸
『
選
択
集
』
と
い
う
順
序
で
成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
⑶

と
⑷
は
入
れ
替
わ
る
可
能
性
が
あ
る
）

　

法
然
の
説
く
阿
弥
陀
仏
は
報
身
で
あ
り
、「
浄
・
悟
・
無
漏
」
の
存
在
な
の
で
あ
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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

っ
て
、「
穢
・
迷
・
有
漏
」
を
含
む
存
在
で
は
な
い
。『
選
択
集
』
で
確
立
さ
れ
た
名

号
観
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
「
あ
ら
ゆ
る
功
徳
」
を
含
む
の
で
は
な
く
「
阿
弥

陀
一
仏
の
内
証
外
用
の
功
徳
」
が
摂
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
示
さ
れ

る
阿
弥
陀
仏
及
び
名
号
に
は
「
穢
・
迷
・
有
漏
」
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
法
然

が
最
終
的
に
『
選
択
集
』
で
示
し
た
名
号
観
は
、
法
身
的
な
阿
弥
陀
仏
解
釈
と
混
同

さ
れ
か
ね
な
い
内
容
と
完
全
に
決
別
し
た
純
粋
な
而
二
相
対
論
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
）
11
（

、

『
選
択
集
』
以
前
の
名
号
の
説
示
は
、
功
徳
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
と
、
報
身
の
弥
陀

に
相
応
し
い
解
釈
の
両
立
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
過
程
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
清
浄
な
る
阿
弥
陀
仏
こ
そ
が
真
の
救
済
者
た
り
え
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

◇
法
身
の
弥
陀
（
不
二
絶
対
）

　
　
　
　
　

無
漏
・
有
漏

解
脱
・
輪
廻

清
浄
・
不
清
浄

彼
岸
・
此
岸

※
Ａ
即
Ｂ

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生

修
羅
・
人
間
・
天
上

浄
土

法　身

◇
報
身
の
弥
陀
（
而
二
相
対
）

　
〈
絶
対
次
元
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
相
対
次
元
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
漏　
　
　
　
　

有
漏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
浄　
　
　
　
　

不
清
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
岸　
　
　
　
　

此
岸

　
　
　
　
　
　
　
　

報
身
の
弥
陀　
　
　
　
　
　

凡
夫

　　
　
註

（
（
）『
昭
法
全
』
七
九
頁

（
（
）『
同
右
』
二
三
二
～
二
三
三
頁

（
（
）
香
月
乗
光
『
法
然
浄
土
教
の
思
想
と
歴
史
』
所
収
、「
法
然
教
学
に
お
け
る
称
名
勝
行

説
の
成
立
」

（
（
）
坪
井
俊
映
「『
浄
土
三
部
経
大
意
』
の
撰
述
者
に
関
す
る
諸
問
題
―
特
に
五
種
類
の
写

刊
本
を
比
較
し
て
―
」『
仏
教
文
化
研
究
年
報
』
三

（
（
）
深
貝
慈
孝
『
中
国
浄
土
教
と
浄
土
宗
学
の
研
究
』
所
収
、「
法
然
上
人
の
名
号
観
―
名

号
万
徳
所
帰
説
に
関
し
て
―
」

（
（
）
安
孫
子
稔
章
「『
逆
修
説
法
』
六
七
日
所
説
の
名
号
観
に
つ
い
て
」（『
仏
教
論
叢
』
五

六
號
所
収
）

（
（
）
末
木
文
美
士
氏
は
、
阿
弥
陀
三
諦
説
に
お
い
て
は
名
号
に
三
諦
を
は
じ
め
と
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
真
理
を
摂
在
し
て
い
る
と
す
る
の
に
対
し
、
法
然
の
説
く
名
号
は
弥
陀
所
有

の
一
切
功
徳
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
鎌
倉
仏
教
展
開
論
』
一
四
四
頁
。
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（
（
）
長
尾
隆
寛
『
三
部
経
大
意
』
に
説
か
れ
る
名
号
観
に
つ
い
て
（
平
成
三
十
年
度
浄
土

宗
総
合
学
術
大
会
発
表
）

（
（
）
拙
稿
「
法
然
上
人
の
万
徳
所
帰
に
つ
い
て
」（『
仏
教
論
叢
』
五
四
號
所
収
）

（
（0
）『
聖
典
』
四
・
二
九
一
～
二
九
二
頁

（
（（
）『
昭
法
全
』
一
三
三
頁

（
（（
）『
聖
典
』
四
・
五
四
八
～
五
四
九
頁

（
（（
）『
昭
法
全
』
二
四
五
頁

（
（（
）『
昭
法
全
』
二
五
三
頁

（
（（
）『
昭
法
全
』
二
六
九
頁

（
（（
）『
昭
法
全
』
二
七
〇
頁

（
（（
）『
聖
典
』
三
・
二
四
―
五

（
（（
）
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

ー
」（『
佛
教
学
会
紀
要
』
二
号
所
収
）、
法
然
上
人
の
三
身
同
体
論
と
三
身
別
体
論
（
高

橋
弘
次
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
浄
土
学
佛
教
学
論
叢
』
所
収
）
等
を
御
覧
頂
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

（
（（
）
前
掲
註
（0
拙
稿
参
照

（
（0
）
佐
藤
哲
英
氏
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
三
〇
五
頁
参
照

（
（（
）『
浄
全
』
一
五
・
五
三
七
頁
の
上

（
（（
）『
同
右
』
五
三
八
頁
の
上

（
（（
）『
昭
法
全
』
二
七
一
～
二
七
二
頁　

（
（（
）
前
掲
の
拙
稿
に
お
い
て
、
源
信
と
南
都
浄
土
教
の
永
観
の
名
号
観
に
つ
い
て
法
然
と

の
相
違
を
指
摘
し
た
。

（
（（
）
法
然
が
『
逆
修
説
法
』
及
び
『
選
択
集
』
に
お
い
て
三
身
を
内
証
の
功
徳
と
し
て
い

る
こ
と
も
、
法
身
の
弥
陀
の
否
定
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



六
九

　
　
　
　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

は
じ
め
に
┃
十
四
門
義
の
概
要
と
研
究
方
法
┃

　

霊
潤
（
五
八
〇
～
六
六
七
頃
）
（
（

）
は
『
摂
大
乗
論
』
や
『
涅
槃
経
』
を
修
学
し
た
摂

論
師
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
玄
奘
の
翻
訳
場
に
参
画
し
た
最
初
期
の
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
も
あ
る
）
（
（

。
彼
の
著
作
は
現
存
し
な
い
が
、
最
澄
『
法
華
秀
句
』
巻
中
に
彼
の

「
一
巻
章
」
の
所
説
と
し
て
十
四
門
義
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
せ
ば
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

唐
朝
翻
経
證
義
沙
門
霊
潤
法
師
造
一
巻
章
弁
新
翻
『
瑜
伽
』
等
与
旧
経
論
相
違
。

略
出
十
四
門
義
。

一
、
衆
生
界
内
立
有
一
分
無
仏
性
衆
生
。

二
、
二
乗
之
人
入
無
餘
涅
槃
、
永
不
入
大
。

三
、
不
定
性
声
聞
向
大
乗
者
、
延
分
段
生
行
菩
薩
道
。

四
、
三
乗
種
性
是
有
為
法
、
法
爾
本
有
不
従
縁
生
。

五
、
一
切
諸
仏
修
成
功
徳
、
実
有
生
滅
。

六
、
須
陀
人
、
但
断
分
別
身
見
、
不
断
倶
生
。

七
、
五
法
一
向
不
摂
分
別
性
、
正
智
唯
是
依
他
性
摂
。

八
、
十
二
入
十
八
界
、
摂
法
周
尽
。

九
、
十
二
因
縁
、
二
世
流
転
。

十
、
唯
明
有
作
四
諦
、
不
明
無
作
四
聖
諦
。

十
一
、
於
大
乗
中
別
立
心
数
、
不
同
小
乗
。

十
二
、
心
与
心
法
但
同
一
縁
。
不
同
一
行
。

十
三
、
三
無
性
観
、
但
遣
分
別
不
遣
依
他
。

十
四
、
立
唯
識
有
三
分
、
或
言
有
四
分　
　
　
　
　
　
（
伝
全
三
、
一
五
四
）

こ
の
十
四
門
義
は
文
章
冒
頭
の
通
り
、
新
訳
経
論
と
旧
訳
経
論
の
教
義
の
十
四
の
相

違
点
を
霊
潤
が
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
澄
は
『
法
華
秀
句
』
巻
中
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
に
「
一
巻
章
」
か
ら
十
四
門
義
を
提
示
し
て
は
い
る
が
、
門
義
一
々
の
本

文
に
つ
い
て
は
第
一
門
し
か
引
用
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
逸
文
と
し
て
残
存
し
、
詳

し
い
内
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
第
一
門
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
先
学

に
お
い
て
は
第
一
門
、
即
ち
仏
性
論
争
に
つ
い
て
の
言
及
し
か
存
在
せ
ず
）
（
（

、
残
り
十

三
門
義
に
対
す
る
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
中
国
仏
教
に
お
け

る
新
訳
経
論
の
受
容
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
考
察
す
る
際
、
こ
の
列
挙
さ
れ
た
十
四
門

義
自
体
が
極
め
て
有
用
な
資
料
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
十
四
門
義
は
旧
訳
経
論

に
つ
い
て
研
鑽
を
重
ね
、
か
つ
玄
奘
の
翻
訳
に
直
接
携
わ
っ
た
霊
潤
が
新
訳
経
論
に

対
し
て
抱
い
た
疑
義
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
国
仏
教
界
が
新
訳
経
論
を
受
容
す
る
に

あ
た
り
生
じ
た
最
初
期
の
議
論
の
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
但
だ
現
時
点
に
お
い
て
疑

　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て　

　
�

長　

尾　

光　

恵　



七
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

義
の
対
象
は
「
新
訳
経
論
」
と
い
う
よ
う
に
漠
然
と
し
て
お
り
、
十
四
門
義
を
用
い

て
中
国
に
お
け
る
新
訳
経
論
受
容
の
様
相
を
検
証
す
る
に
は
、
ま
ず
霊
潤
が
如
何
な

る
論
書
の
如
何
様
な
説
示
に
対
し
疑
義
を
抱
い
た
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
霊
潤
が
十
四
門
義
を
出
す
要
因
と
な
っ
た
論
書
は
何
か
」
と
い

う
視
点
を
以
て
新
訳
経
論
群
を
検
討
し
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
い
。

①
十
四
門
義
の
要
因
と
な
っ
た
論
書
は
六
四
五
年
～
六
四
九
年
の
間
に
訳
出
さ

れ
た
新
訳
唯
識
論
書
で
あ
る
こ
と

②
霊
潤
の
十
四
門
義
に
対
し
玄
奘
が
行
っ
た
対
応
が
『
成
唯
識
論
』
の
訳
出
で

あ
っ
た
可
能
性

一
、
第
一
門
┃
衆
生
界
内
立
有
一
分
無
仏
性
衆
生
┃

　

こ
の
第
一
門
に
関
し
て
は
前
述
の
通
り
【
富
貴
原
一
九
七
三
】【
藤
村
二
〇
一
八
】

な
ど
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
共
通
し
て
『
瑜
伽
論
』
及
び
『
仏

地
経
論
』
を
疑
義
を
出
し
た
要
因
の
論
書
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
筆
者
は
過
去

の
論
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
先
学
を
参
照
し
つ
つ
、
霊
潤
が
「
不
得
定
執
五
種
性
別
。

定
立
一
分
無
性
衆
生
」（
伝
全
三
、
一
六
四
）
と
述
べ
て
す
で
に
整
理
さ
れ
た
五
種

性
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
）
（
（

、
少
分
一
切
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
）
（
（

、
ま
た
義

栄
が
霊
潤
を
擁
護
し
て
、

然
仏
地
論
主
五
種
衆
生
為
実
義
者
。
此
誰
之
失
。
新
宗
諸
賢
。
不
以
『
仏
性

論
』
取
『
瑜
伽
』
文
。
而
用
『
仏
地
論
』
取
『
瑜
伽
』
文
。
似
食
蓼
虫
。
何
其

怪
哉
。　　
　

�

　
　
（
伝
全
三
、
一
九
五
）

と
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
門
が
生
じ
た
原
因
を
『
仏
地
経
論
』
に
限
定
し
た
）
（
（

。　

　

こ
の
議
論
は
『
成
唯
識
論
』
訳
出
に
至
っ
て
本
有
無
漏
種
子
説
に
よ
り
体
系
化
さ

れ
た
種
姓
差
別
、
い
わ
ゆ
る
五
姓
各
別
説
と
し
て
整
備
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ア
ー
ラ
ヤ

識
内
の
種
子
相
に
つ
い
て
本
有
義
・
新
薫
義
・
合
生
義
の
三
義
を
立
て
る
中
、
如
実

義
た
る
合
生
義
を
提
示
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

依
障
建
立
種
姓
別
者
、
意
顕
無
漏
種
子
有
無
。
謂
若
全
無
無
漏
種
者
彼
二
障
種

永
不
可
害
即
立
彼
為
非
涅
槃
法
。
若
唯
有
二
乗
無
漏
種
者
、
彼
所
知
障
種
永
不

可
害
、
一
分
立
為
声
聞
種
姓
、
一
分
立
為
独
覚
種
姓
。
若
亦
有
仏
無
漏
種
者
、

彼
二
障
種
倶
可
永
害
。
即
立
彼
為
如
来
種
姓
。
故
由
無
漏
種
子
有
無
障
有
可
断

不
可
断
義
。�

（
大
正
三
一
、
九
上
）

こ
こ
で
は
本
有
無
漏
種
子
の
種
別
、
有
無
に
よ
る
種
姓
差
別
説
を
以
て
「
一
分
無
仏

性
衆
生
」
の
存
在
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

二
、
第
二
門
┃
二
乗
之
人
入
無
餘
涅
槃
、
永
不
入
大
┃

　

無
余
涅
槃
に
お
け
る
無
作
用
は
諸
論
書
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
無
余
涅
槃
に
入
っ

た
二
乗
が
大
乗
に
転
向
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
説
く
文
章
は
、
以
下
の
『
瑜
伽

論
』
の
文
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

問
。
迴
向
菩
提
声
聞
。
為
住
無
餘
依
涅
槃
界
中
。
能
発
趣
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
耶
。
為
住
有
餘
依
涅
槃
界
耶
。

答
。
唯
住
有
餘
依
涅
槃
界
中
可
有
此
事
。
所
以
者
何
。
以
無
餘
依
涅
槃
界
中
。

遠
離
一
切
発
起
事
業
一
切
功
用
皆
悉
止
息
。�

（
大
正
三
〇
、
七
四
九
上
）

但
だ
、『
仏
地
経
論
』
に
は
「
決
定
種
性
声
聞
独
覚
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
文

章
が
あ
る
。

決
定
種
性
声
聞
独
覚
住
無
学
位
。
楽
寂
滅
故
。
発
業
潤
生
諸
煩
悩
障
永
滅
除
故
。

先
業
煩
悩
所
感
身
心
任
運
滅
已
。
更
不
受
生
無
所
依
故
。
一
切
有
漏
無
漏
有
為



七
一

　
　
　
　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

諸
行
種
子
。
皆
隨
断
滅
。
唯
有
転
依
無
戲
論
相
。
離
垢
真
如
清
浄
法
界
解
脱
身

在
。
名
無
餘
依
般
涅
槃
界
。
常
住
安
楽
究
竟
寂
滅
。
不
墮
衆
数
不
可
思
議
。
同

諸
如
来
。
但
無
有
為
無
漏
功
徳
所
荘
厳
故
無
有
更
起
利
益
安
楽
有
情
事
故
。
不

同
如
来
。　�

　
（
大
正
二
六
、
三
一
二
中
）

こ
の
文
で
は
『
瑜
伽
論
』
の
よ
う
に
無
余
涅
槃
に
入
っ
た
二
乗
が
大
乗
に
趣
入
で
き

な
い
こ
と
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
仏
地
経
論
』
の
所
説
が
既
に
、

大
乗
に
趣
入
で
き
な
い
「
決
定
種
性
声
聞
独
覚
」
と
大
乗
に
趣
入
で
き
る
「
不
定
種

性
声
聞
独
覚
」
に
別
れ
て
い
る
こ
と
、
後
述
す
る
第
三
門
に
該
当
す
る
説
示
の
初
出

が
『
仏
地
経
論
』
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
第
二
門
の
要
因
と
し
て

『
仏
地
経
論
』
も
並
列
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
議
論
に
つ
い
て
の
明
確
な
言
及
は
『
成
唯
識
論
』
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

但
だ
前
述
の
種
姓
差
別
説
の
前
文
に
お
い
て
、

有
諸
有
情
無
始
時
来
有
無
漏
種
不
由
薫
習
法
爾
成
就
。
後
勝
進
位
薫
令
増
長
。

無
漏
法
起
以
此
為
因
。
無
漏
起
時
復
薫
成
種
。�
（
大
正
三
一
、
九
上
）

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
勝
進
位
以
上
に
進
め
る
二
乗
は
実
質
的
に
大
乗
へ
の
転

向
が
不
可
と
な
る
。
そ
の
た
め
こ
の
第
二
門
も
ま
た
第
一
門
と
同
様
に
、
五
姓
各
別

説
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
、
第
三
門
┃
不
定
性
声
聞
向
大
乗
者
、
延
分
段
生
行
菩
薩
道
┃

　

前
述
の
通
り
、『
仏
地
経
論
』
に
は
第
二
門
に
て
扱
っ
た
「
決
定
種
性
声
聞
独
覚
」

の
後
、
そ
れ
と
対
比
す
る
よ
う
に
「
不
定
種
性
声
聞
独
覚
」
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章

が
存
在
す
る
。

不
定
種
性
声
聞
独
覚
住
無
学
位
。
雖
無
煩
悩
楽
菩
提
故
。
由
定
願
力
留
身
相
続

修
大
乗
行
。
乃
至
獲
得
金
剛
喩
定
。
一
切
障
滅
證
仏
三
身
（
中
略
）
若
無
願
力
。

迴
心
趣
大
至
無
学
位
。
尽
其
寿
量
必
永
寂
滅
。�

（
大
正
二
六
、
三
一
二
中
）

こ
の
文
で
は
不
定
性
の
二
乗
が
大
乗
に
転
向
す
る
際
、「
定
と
願
と
の
力
に
由
り
て

身
を
留
め
相
続
し
、
大
乗
行
を
修
す
る
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
乗
転

向
の
不
定
性
声
聞
が
分
段
生
死
を
延
長
し
て
菩
薩
道
を
行
ず
る
こ
と
に
対
す
る
疑
義

で
あ
る
第
三
門
と
一
致
す
る
。
ま
た
『
瑜
伽
論
』
に
も
二
乗
の
大
乗
転
向
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

迴
向
菩
提
声
聞
者
。
謂
従
本
来
是
極
微
劣
慈
悲
種
姓
。
由
親
近
如
来
住
故
。
於

広
大
仏
法
中
起
大
功
徳
想
。
薫
修
相
続
。
雖
到
究
竟
住
無
漏
界
。
而
蒙
諸
仏
覚

悟
引
入
方
便
開
導
。
由
此
因
故
便
能
発
趣
広
大
菩
提
。
彼
於
如
是
広
大
菩
提
。

雖
能
発
趣
由
楽
寂
故
。
於
此
加
行
極
成
遅
鈍
。
不
如
初
始
発
心
有
仏
種
性
者
。　

�

（
大
正
三
〇
、
七
四
四
上
）

こ
こ
で
も
ま
た
迴
向
菩
提
声
聞
は
「
薫
修
相
続
」
し
て
大
菩
提
に
向
か
う
が
、
そ
の

加
行
は
「
極
成
遅
鈍
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
『
仏
地
経
論
』
の
説
示
に

類
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
の
た
め
第
三
門
の
要
因
と
し
て
ひ
と
ま
ず
『
仏
地
経
論
』

と
『
瑜
伽
論
』
を
併
記
す
る
。

　

こ
れ
と
類
似
す
る
記
述
が
『
成
唯
識
論
』
巻
第
十
の
四
種
涅
槃
を
説
示
す
る
な
か
、

無
住
処
涅
槃
を
説
明
す
る
箇
所
に
存
在
す
る
。

又
説
彼
無
無
餘
依
者
依
不
定
性
二
乗
而
説
。
彼
纔
證
得
有
餘
涅
槃
。
決
定
迴
心

求
無
上
覚
。
由
定
願
力
留
身
久
住
。
非
如
一
類
入
無
餘
依
。

�

（
大
正
三
一
、
五
五
下
）

こ
の
文
意
は
『
仏
地
経
論
』
と
ほ
ぼ
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
『
成
唯
識
論
』
の
記
述

は
本
有
無
漏
種
子
説
を
以
て
の
五
姓
各
別
説
が
根
底
に
存
在
す
る
説
示
で
あ
る
こ
と
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に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
第
四
門
┃
三
乗
種
性
是
有
為
法
、
法
爾
本
有
不
従
縁
生
┃

　

こ
の
第
四
門
に
該
当
す
る
記
述
は
『
仏
地
経
論
』
に
見
受
け
ら
れ
る
）
（
（

。
ま
ず
『
仏

地
経
論
』
で
は
衆
生
の
種
姓
を
整
理
す
る
な
か
で
、

所
以
者
何
。
由
法
爾
故
。
無
始
時
来
一
切
有
情
有
五
種
性
。
一
声
聞
種
性
。
二

独
覚
種
性
。
三
如
来
種
性
。
四
不
定
種
性
。
五
無
有
出
世
功
徳
種
性
。

�

（
大
正
二
六
、
二
九
八
上
）

と
述
べ
、
五
種
姓
が
無
始
以
来
の
「
法
爾
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
四

智
と
種
子
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。

如
是
四
智
相
應
心
品
種
子
。
本
有
無
始
法
爾
不
従
薫
生
。
名
本
性
住
種
性
。
発

心
已
後
外
縁
薫
発
漸
漸
増
長
。
名
習
所
成
種
性
。
初
地
已
上
隨
其
所
應
乃
得
現

起
。
数
復
薫
習
転
増
転
勝
。
乃
至
證
得
金
剛
喩
定
。
従
此
已
後
雖
数
現
行
不
復

薫
習
。�

　
（
大
正
二
六
、
三
〇
四
中
）

種
姓
は
本
有
に
し
て
無
始
以
来
の
「
法
爾
」
で
あ
り
決
し
て
「
薫
生
」、
す
な
わ
ち

「
縁
生
」
で
は
な
く
、
外
縁
や
そ
の
薫
習
が
作
用
す
る
の
は
発
心
以
後
の
修
道
進
趣

か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
議
論
も
ま
た
第
一
門
か
ら
第
三
門
と
同
様
に
、『
成
唯
識
論
』
で
は
本
有
無

漏
種
子
を
以
て
の
種
姓
差
別
説
に
よ
り
説
明
さ
れ
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
第
五
門
┃
一
切
諸
仏
修
成
功
徳
、
実
有
生
滅
┃

　

霊
潤
の
八
識
説
の
一
端
が
『
続
高
僧
伝
』「
霊
潤
伝
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
残
さ

れ
て
い
る
）
（
（

。

摂
論
黎
耶
。
義
該
真
俗
。
真
即
無
念
性
浄
諸
位
不
改
。
俗
即
不
守
一
性
通
具
諸

義
。
転
依
已
後
真
諦
義
邊
即
成
法
身
。
俗
諦
義
邊
成
応
化
體
。
如
未
転
依
作
果

報
體
。
據
於
真
性
無
滅
義
矣
。
俗
諦
自
相
有
滅
不
滅
。

�

（
大
正
五
〇
、
五
四
六
下
）

霊
潤
は
こ
こ
で
第
八
阿
黎
耶
識
の
真
諦
は
清
浄
不
変
、
俗
諦
は
生
滅
変
化
で
あ
る
と

理
解
し
、
真
諦
（
転
依
已
後
）
が
転
じ
て
法
身
を
、
俗
諦
（
転
依
已
前
）
が
転
じ
て

応
化
身
の
本
体
を
成
ず
る
と
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
根
本
識
の
転
依
に
清
浄

不
変
の
法
身
（
真
性
無
滅
）
の
獲
得
を
読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
新
訳

論
書
で
は
次
の
よ
う
に
、
第
八
阿
頼
耶
識
、
即
ち
根
本
識
の
転
依
は
四
智
（
有
為
の

功
徳
）
の
獲
得
で
し
か
な
い
。

・『
仏
地
経
論
』（
大
正
二
六
、
三
〇
一
下
）

大
覚
地
中
無
邊
功
徳
。
略
有
二
種
。
一
者
有
為
。
二
者
無
為
。

無
為
功
徳
浄
法
界
摂
。
浄
法
界
者
。
即
是
真
如
無
為
功
徳
。
皆
是
真
如
體
相
差

別
。
有
為
功
徳
。
四
智
所
摂
。
無
漏
位
中
智
用
強
故
。
以
智
名
顕
。
一
切
種
心

心
所
有
法
及
彼
品
類
（
中
略
）

次
建
立
如
是
五
法
。
謂
於
仏
地
果
位
差
別
。
即
智
断
果
為
仏
地
體
。
断
果
即
是

清
浄
法
界
。
於
中
一
切
障
永
断
故
。
智
有
四
種
。
大
円
鏡
等
。
於
仏
果
地
諸
心

心
法
分
位
所
現
。
諸
功
徳
中
智
最
殊
勝
。
以
智
為
名
。
総
摂
一
切
有
為
徳
故

（
中
略
）
転
識
蘊
依
得
四
無
漏
智
相
應
心
。�

謂
大
円
鏡
心
。
廣
説
乃
至
成
所
作

心
。

・『
成
唯
識
論
』（
大
正
三
一
、
五
六
上
中
）

云
何
四
智
相
應
心
品
。
一
大
円
鏡
智
相
應
心
品
（
中
略
）
二
平
等
性
智
相
應
心

品
（
中
略
）
三
妙
観
察
智
相
應
心
品
（
中
略
）
四
成
所
作
智
相
應
心
品
（
中
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霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

略
）
故
此
四
品
総
摂
仏
地
一
切
有
為
功
徳
皆
尽
。
此
転
有
漏
八
七
六
五
識
相
応

品
、
如
次
而
得
（
後
略
）

こ
の
第
五
門
は
そ
の
よ
う
な
根
本
識
の
転
依
に
よ
り
獲
得
で
き
る
功
徳
の
相
違
を
指

し
て
生
じ
た
疑
義
と
思
わ
れ
る
。

六
、
第
六
門
┃
須
陀
人
、
但
断
分
別
身
見
、
不
断
倶
生
┃

　

こ
の
第
六
門
は
見
道
所
断
の
煩
悩
を
分
別
我
見
に
限
定
し
、
倶
生
我
見
は
見
道
所

断
で
は
な
い
、
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
述
は
以
下
の
論
書

に
見
受
け
ら
れ
る
）
（
（

。

・『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』（
以
下
、『
雑
集
論
』
／
大
正
三
一
、
七
一
一
上
）

云
何
見
所
断
。
幾
是
見
所
断
。
為
何
義
故
観
見
所
断
耶
。
謂
分
別
所
起
染
汚
見

疑
（
中
略
）

問
。
何
相
邊
執
見
、
是
倶
生
耶
。
答
。
謂
断
見
已
学
現
観
者
起
如
是
怖
。
今
者

我
我
為
何
所
在
（
中
略
）
云
何
修
所
断
。
幾
是
修
所
断
。
為
何
義
故
観
修
所
断

耶
。
謂
得
見
道
後
。
見
所
断
相
違
諸
有
漏
法
。
是
修
所
断
義
。
見
所
断
相
違
者
。

謂
除
分
別
所
起
染
汚
見
等
。
餘
有
漏
法
。

・『
仏
地
経
論
』（
大
正
二
六
、
三
〇
〇
下
）

「
諸
分
別
」
者
即
見
所
断
分
別
我
見
、
初
地
已
離
。「
不
分
別
」
者
即
修
所
断
倶

生
我
見
、
此
地
中
離
。
即
此
二
種
相
應
諸
法
名
「
種
種
分
別
」、
行
解
異
故
。

・『
成
唯
識
論
』（
大
正
三
一
、
三
三
上�

／
大
正
三
一
、
四
八
下
）
（1
（

）

分
別
起
者
唯
見
所
断
麁
易
断
故
。
若
倶
生
者
唯
修
所
断
細
難
断
故
（
後
略
）

如
是
二
障
分
別
起
者
見
所
断
摂
。
任
運
起
者
修
所
二
断
摂
（
後
略
）

上
記
の
う
ち
、
最
も
訳
出
が
早
い
の
は
『
雑
集
論
』（
六
四
六
年
訳
出
）
で
あ
る
が
、

第
一
門
～
第
五
門
の
考
察
結
果
も
加
味
し
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
訳
出
）
も
要

因
の
一
つ
と
し
て
並
記
す
る
。

七
、
第
七
門
┃
五
法
一
向
不
摂
分
別
性
、
正
智
唯
是
依
他
性
摂
┃

　

五
法
（
相
・
名
・
分
別
・
正
智
・
真
如
）
が
分
別
性
（
遍
計
所
執
性
）
に
属
さ
ず
、

か
つ
正
智
が
依
他
性
（
依
他
起
性
）
に
属
す
る
、
と
述
べ
る
文
章
は
以
下
の
論
書
に

認
め
ら
れ
る
。

・『
顕
揚
論
』（
大
正
三
一
、
五
〇
八
下
／
大
正
三
一
、
五
五
七
中
下
）

摂
者
。
謂
三
種
自
體
及
相
名
分
別
等
五
事
相
摂
。
問
如
是
五
事
初
自
體
幾
事
摂
。

答
無
。
問
第
二
自
體
幾
事
摂
。
答
四
。
問
第
三
自
體
幾
事
摂
。
答
一
（
後
略
）

頌
曰
。
非
五
事
所
摂　

此
外
更
無
有　

由
名
於
義
転　

二
更
互
為
客
。

論
曰
。
遍
計
所
執
自
相
是
無
。
何
以
故
。
五
事
所
不
摂
故
除
五
事
外
更
無
所
有
。

何
等
為
五
。
一
相
二
名
三
分
別
四
真
如
五
正
智
。

・『
瑜
伽
論
』（
大
正
三
〇
、
七
〇
四
下
）

問
三
種
自
性
相
等
五
法
。
初
自
性
。
五
法
中
幾
所
摂
。
答
都
非
所
摂
。
問
第
二

自
性
幾
所
摂
。
答
四
所
摂
。
問
第
三
自
性
幾
所
摂
。
答
一
所
摂
。
問
若
依
他
起

自
性
亦
正
智
所
摂
。
何
故
前
説
依
他
起
自
性
縁
遍
計
所
執
自
性
執
應
可
了
知
。

答
彼
意
唯
説
依
他
起
自
性
雑
染
分
非
清
浄
分
。
若
清
浄
分
當
知
縁
彼
無
執
應
可

了
知
。

訳
出
年
代
か
ら
す
れ
ば
初
出
は
『
顕
揚
論
』（
六
四
六
年
訳
出
）
だ
が
、『
顕
揚
論
』

が
『
瑜
伽
論
』
の
枢
要
を
述
べ
た
論
書
で
あ
る
こ
と
、
他
の
門
義
に
お
い
て
『
瑜
伽

論
』
が
多
数
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
加
味
し
両
論
を
並
記
す
る
）
（（
（

　

　

一
方
、『
成
唯
識
論
』
で
は
三
性
を
説
く
箇
所
に
お
い
て
、
五
事
（
五
法
）
と
三
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性
の
関
係
に
つ
い
て
複
数
の
所
説
が
提
示
さ
れ
る
。

三
性
五
事
相
摂
云
何
。
諸
聖
教
説
相
摂
不
定
。

謂
或
有
處
説
、
依
他
起
摂
彼
相
名
分
別
正
智
円
成
実
性
摂
彼
真
如
遍
計
所
執
不

摂
五
事
（
中
略
）
或
復
有
處
説
、
依
他
起
摂
相
分
別
遍
計
所
執
唯
摂
彼
名
正
智

真
如
円
成
実
摂
。（
中
略
）
或
有
處
説
、
依
他
起
性
唯
摂
分
別
遍
計
所
執
摂
彼

相
名
。
正
智
真
如
円
成
実
摂
。（
中
略
）
復
有
處
説
、
名
属
依
他
起
性
義
属
遍

計
所
執
。（
中
略
）
諸
聖
教
中
所
説
五
事
文
雖
有
異
而
義
無
違
。
然
初
所
説
不

相
雑
乱
。
如
瑜
伽
論
広
説
応
知
。　�

（
大
正
三
一
、
四
七
上
）

そ
の
複
数
の
所
説
に
つ
い
て
意
義
に
は
相
違
が
無
い
と
し
な
が
ら
も
、
最
後
に
は

『
瑜
伽
論
』
の
所
説
を
肯
定
し
て
い
る
）
（1
（

。

八
、
第
八
門
┃
十
二
入
十
八
界
、
摂
法
周
尽
┃

　

こ
の
議
論
は
「
界
」
を
「
種
子
」
の
義
で
理
解
し
、
そ
れ
に
よ
り
一
切
法
を
十
八

界
の
摂
と
し
た
記
述
へ
の
批
判
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
文
章
は
『
雑
集

論
』
に
求
め
得
る
。

問
。
界
義
云
何
。

答
。
一
切
法
種
子
義
。
謂
依
阿
頼
耶
識
中
諸
法
種
子
説
名
為
界
。
界
是
因
義
故
。

又
能
持
自
相
義
是
界
義
。
又
能
持
因
果
性
義
是
界
義
。
能
持
因
果
性
者
。
謂
於

十
八
界
中
根
境
諸
界
及
六
識
界
。
如
其
次
第
又
摂
持
一
切
。
法
差
別
義
是
界
義
。

摂
持
一
切
法
差
別
者
。
謂
諸
経
説
地
等
諸
界
及
所
餘
界
。
隨
其
所
應
皆
十
八
界

摂
。　　

�

（
大
正
三
一
、
七
〇
四
中
下
）

「
界
」
を
「
種
子
」
の
義
と
す
る
記
述
は
『
瑜
伽
論
』
に
も
認
め
ら
れ
る
が
）
（1
（

、
そ
れ

に
付
随
し
て
一
切
法
を
十
八
界
の
摂
と
す
る
記
述
は
『
雑
集
論
』
に
の
み
見
受
け
ら

れ
る
。
片
や
『
成
唯
識
論
』
で
は
阿
頼
耶
識
説
に
よ
り
体
系
化
さ
れ
、
全
て
の
有
為

法
の
所
依
は
一
貫
し
て
種
子
で
以
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
説
示

が
あ
る
。

諸
心
心
所
皆
有
所
依
。
然
彼
所
依
総
有
三
種
。
一
因
縁
依
。
謂
自
種
子
。
諸
有

為
法
皆
託
此
依
。
離
自
因
縁
必
不
生
故
（
中
略
）

初
種
子
依
有
作
是
説
。
要
種
滅
已
現
果
方
生
。
無
種
已
生
『
集
論
』
説
故
。
種

与
芽
等
不
倶
有
故
（
中
略
）
如
是
八
識
及
諸
心
所
定
各
別
有
種
子
所
依
。

�

（
大
正
三
一
、
一
九
中
下
）

そ
の
た
め
こ
の
第
八
門
は
『
成
唯
識
論
』
に
お
い
て
は
阿
頼
耶
識
縁
起
説
と
し
て
整

備
さ
れ
、
そ
れ
に
摂
収
さ
れ
た
議
論
と
い
え
る
。

九
、
第
九
門
┃
十
二
因
縁
、
二
世
流
転
┃

　

こ
の
第
九
門
は
所
謂
「
二
世
一
重
の
因
果
」
説
に
対
す
る
疑
義
で
あ
る
。
宇
井
伯

寿
氏
は
「
二
世
一
重
の
因
果
」
説
に
つ
い
て
、『
成
唯
識
論
』
に
の
み
見
ら
れ
る
護

法
独
自
の
説
で
あ
る
と
し
て
お
り
）
（1
（

、
確
か
に
『
成
唯
識
論
』
に
は
生
死
相
続
を
阿
頼

耶
識
で
説
明
す
る
中
で
、
十
二
因
縁
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

此
惑
業
苦
応
知
総
摂
十
二
有
支
。
謂
従
無
明
乃
至
老
死
如
論
広
釈
。

然
十
二
支
略
摂
為
四
。

一
能
引
支
。
謂
無
明
行
（
中
略
）

二
所
引
支
。
謂
本
識
内
親
生
當
来
異
熟
果
摂
識
等
五
種
。
是
前
二
支
所
引
発
故

（
中
略
）

三
能
生
支
。
謂
愛
取
有
。
近
生
当
来
生
老
死
故
（
中
略
）

四
所
生
支
。
謂
生
老
死
。
是
愛
取
有
近
所
生
故
。（
中
略
）



七
五

　
　
　
　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

此
十
二
支
十
因
二
果
定
不
同
世
。
因
中
前
七
与
愛
取
有
或
異
或
同
。
若
二
三
七

各
定
同
世
。
如
是
十
二
一
重
因
果
足
顕
輪
転
及
離
断
常
。
施
設
両
重
実
為
無
用
。

　

�

　
（
大
正
三
一
、
四
三
中
）

し
か
し
な
が
ら
以
下
の
二
つ
の
論
書
に
既
に
十
二
因
縁
（
十
二
有
支
）
を
三
世
に
渡

る
因
果
で
は
な
く
、
二
世
に
渡
る
因
果
に
限
定
し
、
か
つ
一
重
の
因
果
の
み
が
存
在

す
る
と
説
示
す
る
文
章
が
見
受
け
ら
れ
る
。

・『
雑
集
論
』（
大
正
三
一
、
七
一
一
中
）

略
摂
支
者
。
謂
前
所
分
別
無
明
等
十
二
支
。
今
復
略
摂
為
四
。
謂
能
引
支
所
引

支
能
生
支
所
生
支
。
唯
由
如
是
四
種
支
故
。
略
摂
一
切
因
果
生
起
法
尽
。
謂
於

因
時
有
能
引
所
引
。
於
果
時
有
能
生
所
生
。

能
引
支
者
。
謂
無
明
行
識
。
為
起
未
来
生
故
。
於
諸
諦
境
無
智
為
先
。
造
諸
行

業
薫
習
在
心
故
。

所
引
支
者
。
謂
名
色
六
處
觸
受
。
由
心
習
氣
力
能
令
當
来
名
色
等
前
後
相
依
次

第
生
起
種
子
得
増
長
故
。

能
生
支
者
。
謂
愛
取
有
。
由
未
永
断
欲
等
愛
力
。
於
欲
等
中
愛
楽
。
妙
行
悪
行

差
別
為
先
発
起
貪
欲
。
以
有
有
取
識
故
。
於
命
終
位
将
与
異
熟
隨
順
貪
欲
。
隨

一
業
習
気
現
前
有
故
。

所
生
支
者
。
謂
生
老
死
。
由
如
是
業
差
別
習
気
現
前
有
故
。
隨
於
一
趣
一
生
等

差
別
衆
同
分
中
。
如
先
所
引
名
色
等
異
熟
生
起
故
。
生
老
死
言
為
顕
依
三
有
為

相
故
。
所
以
老
死
合
立
一
支
者
。
為
顕
離
老
得
有
死
故
。
非
於
胎
生
身
中
離
名

色
等
得
有
六
處
等
法
。
是
故
於
彼
各
別
立
支
。

・『
瑜
伽
論
』（
大
正
三
〇
、
三
二
七
上
中
）

復
次
是
十
二
支
縁
起
。
幾
支
是
実
有
。
謂
九
。
幾
支
非
実
有
。
謂
餘
。
幾
一
事

為
自
性
。
謂
五
。
幾
非
一
事
為
自
性
。
謂
餘
。

幾
是
所
知
障
因
。
謂
一
。
幾
能
生
苦
。
謂
五
。
幾
苦
胎
蔵
。
謂
五
。
幾
唯
是
苦
。

謂
二
。
幾
説
為
因
分
。
謂
前
六
。
無
明
乃
至
觸
。
及
愛
取
有
三
説
為
因
分
。
幾

説
為
果
分
。
謂
後
二
説
為
果
分

そ
の
た
め
第
九
門
の
要
因
と
な
っ
た
論
書
と
し
て
『
雑
集
論
』『
瑜
伽
論
』
の
両
書

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
第
八
門
と
同
様
に
『
成
唯
識
論
』
で
は
整
備
さ
れ
た
阿
頼

耶
識
縁
起
説
に
摂
収
さ
れ
た
議
論
と
言
え
る
。

十
、
第
十
門
┃
唯
明
有
作
四
諦
、
不
明
無
作
四
聖
諦
）
（1
（

┃

　

四
諦
の
有
作
無
作
に
関
し
て
『
勝
鬘
経
』
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

何
等
為
説
二
聖
諦
義
。
謂
説
作
聖
諦
義
。
説
無
作
聖
諦
義
。

説
作
聖
諦
義
者
。
是
説
有
量
四
聖
諦
（
中
略
）
説
無
作
聖
諦
義
者
。
説
無
量
四

聖
諦
義
。（
中
略
）
如
是
八
聖
諦
。
如
来
説
四
聖
諦
。
如
是
四
無
作
聖
諦
義
。

唯
如
来
應
等
正
覚
事
究
竟
。
非
阿
羅
漢
辟
支
仏
事
究
竟
。

�

（
大
正
一
二
、
二
二
一
中
下
）

こ
の
経
文
は
有
作
無
作
の
四
諦
に
つ
い
て
、
有
作
四
諦
を
有
量
四
諦
、
無
作
四
諦
を

無
量
四
諦
と
す
る
。
さ
ら
に
後
者
の
無
作
無
量
の
四
諦
に
つ
い
て
は
如
来
の
究
竟
で

あ
り
、
阿
羅
漢
な
ど
の
究
竟
で
は
な
い
と
す
る
）
（1
（

。　

　

吉
蔵
は
『
勝
鬘
寶
窟
』
に
て
、
こ
の
経
文
を
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

権
名
有
作
。
亦
名
有
量
。
実
名
無
作
。
亦
名
無
量
也
。
言
作
無
作
。
従
行
立
名
。

挙
小
乗
諦
聖
後
。
更
有
大
乗
観
諦
。
可
以
修
作
。
名
為
有
作
。
以
有
作
観
智
。

詺
所
観
諦
。
故
名
有
作
諦
。
挙
大
乗
観
諦
聖
後
。
更
無
餘
観
可
作
。
名
曰
無
作
。

以
無
作
観
智
。
詺
所
観
諦
。
名
無
作
諦
。
又
釈
有
邊
四
諦
。
是
二
乗
所
観
。
其



七
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

人
未
是
究
竟
。
方
有
所
作
。
無
邊
四
諦
。
是
如
来
所
照
。
仏
是
究
竟
。
更
無
所

作
。
故
作
無
作
。　�

　
（
大
正
三
七
、
六
九
上
）

吉
蔵
が
こ
の
注
釈
に
よ
り
設
け
た
、
有
作
無
作
の
四
諦
に
つ
い
て
の
定
義
を
整
理
す

る
と
次
の
通
り
。

　

・
有
作
四
諦
…
小
乗
諦
聖
、
二
乗
所
観
、
有
辺
、
有
為
、
有
量

　

・
無
作
四
諦
…
大
乗
諦
聖
、
大
乗
所
観
、
無
辺
、
無
為
、
無
量

お
そ
ら
く
霊
潤
は
こ
れ
ら
の
経
文
や
注
釈
書
の
説
示
を
受
け
、
有
作
有
量
の
四
諦
は

二
乗
の
所
観
、
無
作
無
量
の
四
諦
は
大
乗
菩
薩
の
所
観
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
）
（1
（

。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
第
十
門
義
を
捉
え
直
す
と
、
有
作
有

量
・
二
乗
所
観
の
四
諦
し
か
説
示
し
な
い
新
訳
経
論
へ
の
疑
義
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
を
念
頭
に
新
訳
論
書
を
見
て
み
る
と
、
四
諦
を
唯
だ
有
作
有
量
の
安
立
さ
れ
た

も
の
と
す
る
所
説
が
次
の
両
論
に
見
受
け
ら
れ
る
）
（1
（

。

・『
瑜
伽
論
』（
大
正
三
〇
、
六
九
七
下
）

問
如
是
五
事
。
幾
諦
所
摂
。
幾
非
諦
所
摂
。

答
諦
有
二
種
。
一
安
立
諦
。
二
非
安
立
諦
。
安
立
諦
者
。
謂
四
聖
諦
。
非
安
立

諦
者
。
謂
真
如
。
此
中
三
是
安
立
諦
所
摂
。
相
亦
摂
亦
不
摂
。
真
如
唯
非
安
立

諦
所
摂
。

・『
顕
揚
論
』（
大
正
三
一
、
五
〇
九
下
）

真
義
理
趣
者
。
略
有
六
種
。
應
知
。
謂
世
間
真
実
。
乃
至
所
知
障
浄
智
所
行
真

実
。
及
安
立
真
実
非
安
立
真
実
（
中
略
）

安
立
真
実
者
。
謂
四
聖
諦
。
苦
真
苦
。
故
安
立
為
苦
。
乃
至
道
真
道
。
故
安
立

為
道
。（
中
略
）
非
安
立
真
実
者
。
謂
一
切
法
真
如
実
性
（
後
略
）

霊
潤
は
こ
の
両
書
に
見
ら
れ
る
、
四
諦
を
唯
だ
安
立
と
し
、
か
つ
菩
薩
と
二
乗
を
特

に
区
分
し
な
い
説
示
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
『
成
唯
識
論
』
で
は
唯
識
五
位
の
加
行
位
を
述
べ
る
箇
所
に
て
、

此
位
菩
薩
於
安
立
諦
非
安
立
諦
倶
学
観
察
。
為
引
当
来
二
種
見
故
。
及
伏
分
別

二
種
障
故
。
非
安
立
諦
是
正
所
観
非
如
二
乗
唯
観
安
立
。

�

（
大
正
三
一
、
四
九
下
）

と
述
べ
、
菩
薩
は
安
立
諦
及
び
非
安
立
諦
を
観
察
し
、
二
乗
は
た
だ
安
立
諦
の
み
を

観
察
す
る
と
説
示
し
て
い
る
。
霊
潤
の
疑
義
及
び
そ
の
要
因
と
な
っ
た
両
論
の
記
述

を
踏
ま
え
る
と
、
有
作
無
作
だ
け
で
な
く
菩
薩
と
二
乗
の
問
題
ま
で
も
が
解
消
さ
れ

て
い
る
。
参
考
ま
で
に
窺
基
『
成
唯
識
論
述
記
』（
以
下
、『
述
記
』）
の
記
述
を
見

て
み
る
と
、

論
。
此
位
菩
薩
至
唯
観
安
立
。　

述
曰
。
此
位
菩
薩
於
安
立
諦･

非
安
立
諦
皆
亦
学
縁
（
中
略
）

『
勝
鬘
経
』
説
有
作
・
無
作
四
諦
。
無
作
四
諦
即
非
安
立
。
有
差
別
・
名
言
者

名
安
立
。
無
差
別
離
名
言
者
非
安
立
也
。

安
立
者
施
設
義
。
此
位
菩
薩
。
若
加
行
不
作
二
種
観
者
。
不
能
引
真･

相
見
二

種
生
故
。
亦
不
能
伏
二
乗
者
故
。
為
入
二
空
観
真
如
理
。
正
観
非
安
立
為
起
遊

観
起
勝
進
道
成
熟
仏
法
降
伏
二
乗
亦
観
安
立
。
然
二
乗
者
自
宗
。
唯
説
作
四
諦

安
立
観
。
菩
薩
不
爾
。
今
説
於
彼
亦
作
人
空
非
安
立
観
。
然
不
同
菩
薩
。
菩
薩

二
空
倶
作
。
為
顕
彼
劣
故
不
説
之
。
又
二
乗
者
亦
唯
作
安
立
。
不
同
菩
薩
。
菩

薩
行
・
智
深
広
。
彼
不
爾
故
。　�

（
大
正
四
三
、
五
六
八
上
）

と
あ
り
、
基
は
こ
こ
で
『
勝
鬘
経
』
の
所
説
を
意
識
し
た
上
で
、
そ
の
四
諦
の
有
作

無
作
に
つ
い
て
、
菩
薩
と
二
乗
の
区
分
に
焦
点
を
当
て
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
霊
潤
が
お
そ
ら
く
四
諦
義
の
根
拠
と
し
た
で
あ
ろ
う
『
勝
鬘
経
』
に



七
七

　
　
　
　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

言
及
し
、『
成
唯
識
論
』
の
説
示
で
以
て
会
通
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

十
一
、
第
十
一
門
┃
於
大
乗
中
別
立
心
数
、
不
同
小
乗
┃

　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
五
位
百
法
」
に
対
す
る
疑
義
で
あ
る
。
五
位
百
法
に
関
し
て

の
記
述
は
『
顕
揚
論
』（
大
正
三
一
、
四
八
〇
中
～
四
八
四
下
）
や
『
大
乗
百
法
明

門
論
』（
以
下
、『
百
法
明
門
論
』・
大
正
三
一
、
一
五
五
中
下
）
な
ど
に
存
在
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
要
因
と
す
る
疑
義
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
『
成
唯
識
論
』
で
は
巻
第
一
か
ら
巻
第
八
に
至
る
八
識
の
体
系
を
詳
述
す
る

各
所
に
お
い
て
五
位
百
法
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
疑
義
も
ま
た
『
成
唯
識

論
』
に
お
い
て
は
八
識
説
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
議
論
で

あ
る
と
言
え
る
。

十
二
、
第
十
二
門
┃
心
与
心
法
但
同
一
縁
。
不
同
一
行
┃

　

こ
の
疑
義
は
心
法
と
心
所
法
を
同
一
縁
で
あ
る
が
同
一
行
で
は
な
い
、
と
い
う
説

示
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
『
瑜
伽
論
』
に
存
在
す
る
。

云
何
意
地
。
此
亦
五
相
應
知
。
謂
自
性
故
。
彼
所
依
故
。
彼
所
縁
故
。
彼
助
伴

故
。
彼
作
業
故
。

云
何
意
自
性
。
謂
心
意
識
。
心
謂
一
切
種
子
所
隨
依
止
性
。
所
隨
依
附
依
止
性
。

體
能
執
受
。
異
熟
所
摂
阿
頼
耶
識
。
意
謂
恒
行
意
及
六
識
身
無
間
滅
意
。
識
謂

現
前
了
別
所
縁
境
界
。

彼
所
依
者
。
等
無
間
依
。
謂
意
。
種
子
依
。
謂
如
前
説
一
切
種
子
阿
頼
耶
識
。

彼
所
縁
者
。
謂
一
切
法
如
其
所
應
。
若
不
共
者
所
縁
。
即
受
想
行
蘊
無
為
。
無

見
無
對
色
。
六
内
處
及
一
切
種
子
。

彼
助
伴
者
。
謂
作
意
觸
受
想
思
。
欲
勝
解
念
三
摩
地
慧
。
信
慚
愧
無
貪
無
瞋
無

癡
。
精
進
軽
安
不
放
逸
捨
不
害
。
貪
恚
無
明
慢
見
疑
。
忿
恨
覆
悩
嫉
慳
誑
諂
憍

害
。
無
慚
無
愧
。
惛
沈
掉
挙
。
不
信
懈
怠
放
逸
。
邪
欲
邪
勝
解
忘
念
散
乱
不
正

知
。
悪
作
睡
眠
尋
伺
。
如
是
等
輩
。
倶
有
相
應
心
所
有
法
。
是
名
助
伴
。
同
一

所
縁
非
同
一
行
相
。
一
時
倶
有
。
一
一
而
転
。
各
自
種
子
所
生
。
更
互
相
應
。

有
行
相
。
有
所
縁
。
有
所
依
。�

　
（
大
正
三
〇
、
二
八
〇
中
）

　

そ
の
一
方
、『
成
唯
識
論
』
で
は
心
法
と
心
所
法
の
同
一
縁
に
つ
い
て
例
え
ば
、

論
曰
。
此
六
転
識
総
与
六
位
心
所
相
應
。
謂
遍
行
等
。
恒
依
心
起
与
心
相
應
。

繋
属
於
心
故
名
心
所
。
如
属
我
物
立
我
所
名
。
心
於
所
縁
唯
取
総
相
。
心
所
於

彼
亦
取
別
相
。
助
成
心
事
得
心
所
名
（
中
略
）
雖
諸
心
所
名
義
無
異
而
有
六
位

種
類
差
別
。
謂
遍
行
有
五
。
別
境
亦
五
。
善
有
十
一
。
煩
惱
有
六
。
隨
煩
悩
有

二
十
。
不
定
有
四
。
如
是
六
位
合
五
十
一
。�

（
大
正
三
一
、
二
六
下
）

と
あ
り
、
心
所
法
を
六
転
識
相
応
と
す
る
）
（1
（

。
そ
の
た
め
こ
の
第
十
二
門
も
第
八
・
第

九
・
第
十
一
と
同
じ
く
、
整
備
さ
れ
た
八
識
説
の
体
系
の
中
に
お
い
て
解
消
さ
れ
た

疑
義
で
あ
る
と
言
え
る
。

十
三
、
第
十
三
門
┃
三
無
性
観
、
但
遣
分
別
不
遣
依
他
┃

　

霊
潤
の
三
無
性
説
の
一
端
が
『
続
高
僧
伝
』「
霊
潤
伝
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
残

さ
れ
て
い
る
。

資
糧
章
中
。
衆
師
並
謂
。
有
三
重
観
。
無
相
無
生
及
無
性
性
也
。
潤
揣
文
尋
旨

無
第
三
重
也
。
故
論
文
上
下
惟
有
両
重
。
捨
得
如
文
。
第
一
前
七
處
捨
外
塵
邪

執
。
得
意
言
分
別
。
第
八
處
内
捨
唯
識
想
得
真
法
界
。
前
観
無
相
捨
外
塵
想
。
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後
観
無
生
捨
唯
識
想
。
第
二
刹
那
即
入
初
地
。
故
無
第
三
。
筌
約
三
性
説
三
無

性
。
観
據
遣
執
惟
有
両
重
。�

（
大
正
五
〇
、
五
四
六
下
～
五
四
七
上
）

こ
の
文
よ
り
霊
潤
が
三
無
性
観
に
つ
い
て
分
別
性
と
依
他
性
の
捨
遣
を
主
張
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
）
11
（

。
片
や
新
訳
で
は
、

・『
摂
論
』（
大
正
三
一
、
一
四
〇
下
）

世
尊
依
何
密
意
。
於
梵
問
経
中
説
。
如
来
不
得
生
死
不
得
涅
槃
。
於
依
他
起
自

性
中
。
依
遍
計
所
執
自
性
及
円
成
実
自
性
。
生
死
涅
槃
無
差
別
密
意
。
何
以
故
。

即
此
依
他
起
自
性
。
由
遍
計
所
執
分
成
生
死
。
由
円
成
実
分
成
涅
槃
。

・『
世
親
釈
』（
大
正
三
一
、
三
四
五
上
）

釈
曰
。
如
是
三
種
自
性
相
法
。
所
説
契
経
悉
皆
隨
順
。
今
當
顕
示
。
世
尊
依
何

密
意
於
梵
問
経
中
説
如
来
不
得
生
死
不
得
涅
槃
者
。
問
。
於
依
他
起
自
性
中
依

遍
計
所
執
自
性
及
円
成
実
自
性
生
死
涅
槃
無
差
別
密
意
者
。
答
。
次
當
廣
釈
。

依
他
起
自
性
非
定
生
死
。
由
円
成
実
分
成
涅
槃
故
。
亦
非
定
涅
槃
。
由
遍
計
所

執
分
成
生
死
故
。
是
故
不
可
定
説
一
性
。
由
此
自
性
若
得
一
分
餘
分
不
異
。
依

此
意
趣
。
於
彼
経
中
説
如
来
不
得
生
死
不
得
涅
槃
。

・『
無
性
釈
』（
大
正
三
一
、
四
〇
七
中
）

釈
曰
。
世
尊
依
何
密
意
乃
至
無
差
別
密
意
者
。
若
問
若
答
両
段
本
文
。
其
義
易

了
不
須
重
釈
。
何
以
故
。
下
釈
上
生
死
涅
槃
無
差
別
密
意
。
若
遣
遍
計
永
無
。

復
餘
不
得
生
死
。
不
得
此
時
。
便
得
観
見
寂
滅
涅
槃
。
然
此
中
説
偏
一
不
成
無

差
別
性
。
為
遣
愚
夫
定
性
差
別
顛
倒
執
著
。
亦
即
顕
示
依
他
起
義
。
依
二
自
性

不
決
定
故
。

な
ど
と
述
べ
ら
れ
、
依
他
起
性
は
遍
計
所
執
性
と
円
成
実
性
の
両
方
に
通
じ
る
と
い

う
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
三
性
説
で
は
霊
潤
の
よ
う
に
分
別
性
・
依
他
性
と
順

次
捨
遣
す
る
よ
う
な
説
を
構
築
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
性
説
は

『
成
唯
識
論
』
も
同
様
で
あ
る
）
1（
（

。

十
四
、
第
十
四
門
┃
立
唯
識
有
三
分
、
或
言
有
四
分
┃

　

こ
の
第
十
四
門
が
三
分
説
な
い
し
四
分
説
に
出
さ
れ
た
疑
義
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
三
分
説
な
い
し
四
分
説
が
整
理
さ
れ
た
論
書
は
次
の
二
つ
が
あ
る
。

・『
仏
地
経
論
』（
大
正
二
六
、
三
〇
三
中
）

此
就
麁
相
諸
心
心
法
。
各
有
相
見
二
分
而
説
。
集
量
論
中
辯
心
心
法
皆
有
三
分
。

一
所
取
分
。
二
能
取
分
。
三
自
證
分
。
如
是
三
分
不
一
不
異
。
第
一
所
量
。
第

二
能
量
。
第
三
量
果
。
若
細
分
別
。
要
有
四
分
。
其
義
方
成
。
三
分
如
前
。
更

有
第
四
證
自
證
分
。
初
二
是
外
。
後
二
是
内
。
初
唯
所
知
。
餘
通
二
種
。
謂
第

二
分
唯
知
第
一
。
或
量
非
量
或
現
或
比
。
第
三
自
證
能
證
第
二
。
及
證
第
四
。

第
四
自
證
能
證
第
三
。
第
三
第
四
皆
現
量
摂
。
由
此
道
理
。
雖
是
一
體
。
多
分

合
成
。
不
即
不
離
。
内
外
並
知
無
無
窮
過
。

・『
成
唯
識
論
』（
大
正
三
一
、
一
〇
中
）

然
心
心
所
一
一
生
時
。
以
理
推
徴
各
有
三
分
。
所
量
能
量
量
果
別
故
。
相
見
必

有
所
依
體
故
。
如
集
量
論
伽
他
中
説
。
似
境
相
所
量
。
能
取
相
自
證
。
即
能
量

及
果
。
此
三
體
無
別
。
又
心
心
所
若
細
分
別
應
有
四
分
。
三
分
如
前
。
復
有
第

四
證
自
證
分
。
此
若
無
者
誰
證
第
三
。
心
分
既
同
應
皆
證
故
。
又
自
證
分
應
無

有
果
。
諸
能
量
者
必
有
果
故
。
不
應
見
分
是
第
三
果
。
見
分
或
時
非
量
摂
故
。

由
此
見
分
不
證
第
三
。
證
自
體
者
必
現
量
故
。
此
四
分
中
前
二
是
外
後
二
是
内
。

初
唯
所
縁
後
三
通
二
。
謂
第
二
分
但
縁
第
一
。
或
量
非
量
或
現
或
比
。
第
三
能

縁
第
二
第
四
。
證
自
證
分
唯
縁
第
三
。
非
第
二
者
以
無
用
故
第
三
第
四
皆
現
量
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霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

摂
。
故
心
心
所
四
分
合
成
。

お
わ
り
に
┃
十
四
門
義
の
要
因
た
る
論
書
と
『
成
唯
識
論
』
訳
出
に
よ

る
対
応
┃

（
一
）
十
四
門
義
の
要
因
た
る
論
書
に
つ
い
て

　

以
上
、
霊
潤
所
説
の
十
四
門
義
を
用
い
、「
霊
潤
が
疑
義
を
出
す
要
因
と
な
っ
た

論
書
は
何
か
」
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
新
訳
論
書
を
俯
瞰
し
た
。
そ
れ
を
一
度
整
理

し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①
第
一
門
…
…
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

②
第
二
門
…
…
『
瑜
伽
論
』（
六
四
八
年
）
／
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

③
第
三
門
…
…
『
瑜
伽
論
』（
六
四
八
年
）
／
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

④
第
四
門
…
…
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

⑤
第
五
門
…
…
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

⑥
第
六
門
…
…
『
雑
集
論
』（
六
四
六
年
）
／
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

⑦
第
七
門
…
…
『
顕
揚
論
』（
六
四
五
年
）
／
『
瑜
伽
論
』（
六
四
八
年
）

　

⑧
第
八
門
…
…
『
雑
集
論
』（
六
四
六
年
）

　

⑨
第
九
門
…
…
『
雑
集
論
』（
六
四
六
年
）
／
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　

⑩
第
十
門
…
…
『
顕
揚
論
』（
六
四
五
年
）
／
『
瑜
伽
論
』（
六
四
八
年
）

　

⑪
第
十
一
門
…
『
顕
揚
論
』（
六
四
五
年
）
／
『
百
法
明
門
論
』（
六
四
八
年
）

　

⑫
第
十
二
門
…
『
瑜
伽
論
』（
六
四
八
年
）

　

⑬
第
十
三
門
…
『
摂
論
』『
無
性
釈
』『
世
親
釈
』（
六
四
九
年
）

　

⑭
第
十
四
門
…
『
仏
地
経
論
』（
六
四
九
年
）

　
　

※
（�

）
内
は
訳
出
年

こ
の
整
理
か
ら
「
十
四
門
義
の
要
因
と
な
っ
た
論
書
は
六
四
五
年
～
六
四
九
年
の
間

に
訳
出
さ
れ
た
新
訳
唯
識
論
書
で
あ
る
こ
と
」
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
先
行

研
究
に
お
い
て
は
第
一
門
義
の
み
が
研
究
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
十
四
門
義
は
六
四
九

年
～
六
五
九
年
に
出
さ
れ
た
疑
義
と
見
な
さ
れ
て
き
た
）
11
（

。
本
研
究
に
お
い
て
第
一
門

義
以
外
の
十
三
門
も
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
先
学
が
指
摘
し
た
著

述
年
代
に
納
ま
る
こ
と
が
判
明
し
、
部
分
的
で
あ
っ
た
先
学
に
よ
る
著
述
年
代
考
を

補
強
し
得
た
。

（
二
）『
成
唯
識
論
』
訳
出
の
役
割

　

ま
た
本
稿
で
は
十
四
門
義
に
よ
り
問
題
と
さ
れ
た
所
説
が
全
て
『
成
唯
識
論
』
に

も
求
め
得
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
但
だ
今
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
の
所
説
が

そ
の
ま
ま
の
形
を
残
し
て
『
成
唯
識
論
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
若
干

の
改
変
、
ま
た
整
備
・
体
系
化
さ
れ
た
状
態
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特

に
⑩
に
は
疑
義
に
対
応
し
た
か
の
よ
う
な
改
変
が
認
め
ら
れ
、
①
②
③
④
は
本
有
無

種
子
に
よ
る
五
姓
各
別
説
、
⑤
⑧
⑨
⑪
⑫
⑭
は
阿
頼
耶
識
縁
起
説
に
包
括
さ
れ
る
形

で
整
備
・
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
導
き
出
さ
れ
る
の
が
「
霊
潤
の
十
四
門
義

に
対
し
玄
奘
が
行
っ
た
対
応
が
『
成
唯
識
論
』
の
訳
出
で
あ
っ
た
可
能
性
」
で
あ
る
。

『
成
唯
識
論
』
の
訳
出
は
六
五
九
年
訳
出
で
あ
り
、
他
の
唯
識
論
書
の
訳
出
か
ら
や

や
間
隔
を
あ
け
て
の
訳
出
と
な
る
。
故
に
上
記
の
考
察
も
踏
ま
え
る
と
、
六
四
九
年

～
六
五
九
年
に
そ
れ
以
前
に
訳
出
さ
れ
た
論
書
群
へ
の
中
国
仏
教
界
か
ら
の
疑
義
が

噴
出
し
、
そ
れ
に
対
し
て
玄
奘
が
と
っ
た
対
応
こ
そ
が
『
成
唯
識
論
』
の
訳
出
で
あ

っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
得
る
。

　

さ
ら
に
『
成
唯
識
論
』
は
揉
訳
、
即
ち
編
纂
的
に
翻
訳
さ
れ
た
論
書
で
あ
り
、
近

年
、
そ
の
揉
訳
に
玄
奘
の
思
想
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
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る
）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
、
十
四
門
義
の
よ
う
な
疑
義
が
『
成
唯
識
論
』
の

編
纂
的
訳
出
な
い
し
玄
奘
の
思
想
混
入
に
大
い
に
関
与
し
て
い
る
可
能
性
は
極
め
て

高
い
。
つ
ま
り
玄
奘
が
イ
ン
ド
に
て
修
学
し
持
ち
帰
っ
た
唯
識
思
想
の
表
明
が
『
顕

揚
論
』
か
ら
『
仏
地
経
論
』
ま
で
の
訳
出
で
あ
り
、『
成
唯
識
論
』
の
揉
訳
は
そ
れ

ら
に
対
し
て
生
じ
た
疑
義
に
対
す
る
玄
奘
の
弁
解
の
役
割
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
測
で
あ
る
。
新
訳
論
書
を
概
観
す
る
、
と
い
う
要
素
の
強
い
本
稿
に
お
い

て
、
そ
こ
ま
で
推
測
す
る
の
は
過
剰
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
霊
潤
の
十
四
門

義
に
対
し
玄
奘
が
行
っ
た
対
応
が
『
成
唯
識
論
』
の
訳
出
で
あ
っ
た
可
能
性
」
が
指

摘
さ
れ
た
今
、
も
う
一
度
『
成
唯
識
論
』
も
含
め
、
玄
奘
が
中
国
に
齎
し
た
仏
教
と

は
一
体
は
何
な
の
か
、
旧
訳
仏
教
と
は
何
が
違
う
の
か
、
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
従
来
、
仏
性
論
争
や
心
意
識
説
に
当
て
ら
れ
て
き
た
焦
点
を
広
げ
、

新
訳
経
論
の
受
容
と
い
う
面
か
ら
新
た
な
中
国
仏
教
史
の
一
場
面
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

註
（
（
）
池
田
将
則
「
道
基
の
生
涯
と
思
想
―
敦
煌
出
土
『
雑
阿
毘
曇
心
章
』
巻
第
三
（
Ｓ
二

七
七
＋
Ｐ
二
七
九
六
）「
四
善
根
義
」
を
中
心
と
し
て
」（
船
山
徹
編
『
真
諦
三
蔵
研
究

論
集
』、
二
〇
一
二
）
脚
注
七
一
参
照

（
（
）
霊
潤
の
伝
記
は
『
続
高
僧
伝
』
に
存
在
す
る
（
大
正
五
〇
、
五
四
五
中
下
）。

（
（
）
霊
潤
の
十
四
門
義
、
特
に
第
一
門
を
用
い
て
唐
代
初
期
の
仏
性
論
争
に
言
及
し
て
い

る
研
究
と
し
て
、
以
下
に
そ
の
一
例
を
示
す
。

・【
常
盤
一
九
七
二
】
…
常
盤
大
定
『
仏
性
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
）

・【
富
貴
原
一
九
七
三
】
…
富
貴
原
章
信
「
霊
潤
神
泰
の
仏
性
論
争
に
つ
い
て
」（『
同
朋
仏

教
』
五
）

・【
吉
村
二
〇
一
三
】
…
…
吉
村
誠
『
中
国
唯
識
思
想
史
―
玄
奘
と
唯
識
学
派
―
』（
大
蔵
出

版
）

・【
伊
藤
二
〇
一
三
】
…
…
伊
藤
尚
徳
「
唐
初
仏
性
論
諍
の
再
考
察
―
引
用
経
論
の
分
析
か

ら
―
」（『
仏
教
学
』
五
四
）

・【
楊
二
〇
一
六
】
…
…
…
楊
剣
霄
「
最
澄
『
法
華
秀
句
』
巻
中
の
研
究
」（『
仏
教
経
済
研

究
』
四
五
）

・【
藤
村
二
〇
一
七
】
…
…
藤
村
潔
「
唐
初
期
仏
性
論
争
に
お
け
る
一
闡
提
成
仏
の
考
察
：�

霊
潤
の
「
一
巻
章
」
逸
文
資
料
を
中
心
に
」（『
岐
阜
聖
徳
学
園

大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』）

・【
藤
村
二
〇
一
七
】
…
…
藤
村
潔
「
仏
性
論
争
に
お
け
る
一
闡
提
成
仏
の
基
礎
的
研
究
：

唐
初
期
に
お
け
る
霊
潤
・
神
泰
・
義
栄
の
争
点
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
真
宗
文
化
』
二
七
）

（
（
）
五
種
性
、
い
わ
ゆ
る
五
性
各
別
説
の
五
性
を
初
め
て
整
理
し
た
論
書
こ
そ
が
『
仏
地

経
論
』
で
あ
る
。『
瑜
伽
論
』
に
も
そ
の
思
想
的
萌
芽
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、『
瑜
伽

論
』
に
は
種
姓
を
五
つ
に
ま
と
め
る
よ
う
な
記
述
は
存
在
し
な
い
。

（
（
）
少
分
一
切
説
に
関
す
る
言
及
は
伝
全
三
、
一
五
八
～
一
六
二
頁
に
散
見
さ
れ
る
。

（
（
）
拙
論
「
唐
代
初
期
に
お
け
る
仏
性
論
争
の
本
質
と
そ
の
起
因
―
最
澄
『
法
華
秀
句
』

巻
中
所
引
の
「
一
巻
章
」
を
中
心
に
―
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
二
七
、
二
〇
一
九
）

（
（
）『
瑜
伽
論
』「
菩
薩
地
種
姓
品
」
に
も
三
乗
衆
生
を
「
法
爾
本
有
」
と
す
る
所
説
が
見

受
け
ら
れ
る
が
、「
不
従
縁
生
」
に
該
当
す
る
文
が
無
く
、『
仏
地
経
論
』
の
記
述
が
よ

り
第
四
門
の
文
言
と
一
致
す
る
た
め
省
略
し
た
。

（
（
）
霊
潤
の
伝
記
は
脚
注
２
参
照
の
こ
と
。
ま
た
【
吉
村
二
〇
一
三
】
一
一
〇
頁
等
参
照

（
（
）
こ
の
他
に
も
『
阿
毘
達
磨
集
論
』（
大
正
三
一
、
六
七
〇
上
）
に
も
あ
る
が
『
雑
集

論
』
と
ほ
ぼ
相
違
な
い
た
め
省
略
し
た
。

（
（0
）
こ
の
他
に
も
大
正
三
一
、
二
二
中
な
ど
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（
（（
）
こ
の
他
に
も
『
大
乗
廣
百
論
釈
論
』（
大
正
三
〇
、
二
四
八
下
）
に
も
あ
る
。

（
（（
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
多
田
修
「
唯
識
説
に
お
け
る
三
性
と
五
事
と
の
関
係
」（『
印



八
一

　
　
　
　
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て

仏
研
』
四
八
―
二
、
二
〇
〇
〇
）
に
詳
し
い
。

（
（（
）
例
え
ば
、
大
正
三
〇
、
六
一
〇
上
な
ど

（
（（
）
宇
井
伯
寿
『
仏
教
思
想
研
究
』（
岩
波
、
一
九
四
三
）
一
〇
七
頁
参
照

（
（（
）
拙
稿
「
霊
潤
「
一
巻
章
」
所
説
の
十
四
門
義
に
つ
い
て
：
第
十
門
に
お
け
る
四
諦
義

を
中
心
に
」（『
印
仏
研
』
六
七
―
二
、
二
〇
一
九
）
参
照

（
（（
）『
勝
鬘
経
』「
第
六
無
辺
聖
諦
章
」（
大
正
一
二
、
二
二
一
上
中
）
で
は
、
二
乗
が
観
察

し
獲
得
す
る
四
諦
は
有
量
功
徳
・
少
分
功
徳
で
あ
る
と
し
て
、
菩
薩
相
応
の
四
聖
諦
と

区
別
す
る
。

（
（（
）
第
十
門
義
で
は
「
有
作
四
諦
」「
無
作
四
聖
諦
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る
が
、
前
述

の
『
勝
鬘
経
』「
第
六
無
辺
聖
諦
章
」
に
は
二
乗
所
観
を
「
聖
」
で
は
な
い
と
す
る
旨
の

記
述
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
霊
潤
の
用
語
は
『
勝
鬘
経
』
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

（
（（
）
吉
蔵
『
勝
鬘
寶
窟
』
で
は
『
仏
性
論
』
を
引
用
し
、
二
乗
所
観
を
安
立
・
有
所
得
、

仏
菩
薩
所
観
を
非
安
立
・
無
所
得
と
す
る
記
述
が
あ
り
（
大
正
三
七
、
五
三
上
）、
安
立

非
安
立
は
有
作
無
作
と
同
一
議
論
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
（（
）『
成
唯
識
論
』
所
説
の
阿
頼
耶
識
縁
起
説
で
は
言
わ
ず
も
が
な
、
心
法
と
心
所
法
は

「
同
一
行
相
」
と
は
な
ら
な
い
。

（
（0
）
霊
潤
の
三
性
説
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、【
吉
村
二
〇
一
三
】
一
五
〇
～
一
五
三
頁
参
照

（
（（
）
煩
瑣
と
な
る
た
め
原
文
は
省
略
す
る
が
、『
成
唯
識
論
』
の
三
性
説
を
検
討
し
た
先
行

研
究
と
し
て
は
、
吉
村
誠
「『
成
唯
識
論
』
の
三
性
説
の
解
釈
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
大
学

仏
教
学
部
論
叢
』
四
七
、
二
〇
一
六
）
な
ど
が
存
在
す
る
。

（
（（
）【
富
貴
原
一
九
七
三
】
は
霊
潤
「
一
巻
章
」
に
『
仏
地
経
論
』
の
影
響
を
認
め
、
著
述

年
代
を
六
四
九
年
以
降
と
指
摘
し
て
お
り
、【
吉
村
二
〇
一
三
】
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
立

場
を
と
る
。
一
方
で
【
伊
藤
二
〇
一
三
】
は
「
一
巻
章
」
の
記
述
に
『
摂
論
』
の
名
称

や
引
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
著
述
年
代
を
六
四
八
年
～
六
四
九
年
（
氏
の
説
だ
と

摂
論
訳
出
前
な
の
で
六
四
九
年
六
月
と
な
る
）
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
氏

は
【
富
貴
原
一
九
七
三
】
が
著
述
年
代
を
六
四
九
年
以
降
と
し
た
根
拠
で
あ
る
『
仏
地

経
論
』（
六
四
九
年
一
一
月
訳
出
）
の
影
響
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
本
研
究
に

お
い
て
第
一
門
以
外
に
も
初
出
が
『
仏
地
経
論
』
で
あ
る
説
示
を
指
し
て
の
門
義
を
複

数
指
摘
し
得
た
。
そ
の
た
め
著
述
年
代
の
上
限
は
六
四
九
年
（
一
一
月
）
と
な
る
。

（
（（
）
例
え
ば
以
下
の
研
究
が
存
在
す
る
。

　

佐
久
間
秀
範
「〈
智
〉
と
〈
識
〉」（『
豊
山
学
報
』
二
八
、
一
九
八
四
）

　

長
谷
川
岳
史
「
玄
奘
に
お
け
る
『
仏
地
経
論
』・『
成
唯
識
論
』
訳
出
の
意
図
」（『
印
仏

研
』
四
八

−

二
、
二
〇
〇
〇
）

　

吉
村
誠
「
唯
識
学
派
に
お
け
る
如
来
蔵
の
解
釈
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
五
九
、
二
〇

一
〇
）

　

特
に
長
谷
川
氏
は
『
仏
地
経
論
』
と
『
成
唯
識
論
』
の
識
と
智
、
五
法
と
三
身
の
関
係

か
ら
、
こ
の
両
書
に
つ
い
て
「『
仏
地
経
論
』
で
表
明
し
た
内
容
を
、『
成
唯
識
論
』
で

修
正
す
る
」
と
い
う
玄
奘
の
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。





八
三

　
　
　
　
浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

ハ
ワ
イ
の
浄
土
宗
に
関
す
る
研
究
は
、
鷲
見
定
信
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
き
た
。

鷲
見
は
、
明
治
初
期
か
ら
現
代
ま
で
の
ハ
ワ
イ
浄
土
宗
の
実
態
に
つ
い
て
、
多
く
の

成
果
を
提
出
し
て
い
る
。
戦
前
期
の
ハ
ワ
イ
浄
土
宗
に
関
す
る
主
要
な
成
果
を
挙
げ

る
と
、
有
志
団
体
で
あ
っ
た
布
哇
宣
教
会
と
、
そ
こ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
岡
部
学
応
、

松
尾
諦
定
の
活
動
に
注
目
し
、
浄
土
宗
の
正
式
開
教
以
前
の
布
教
活
動
を
整
理
し
た

論
考
や［
鷲
見（（（（

］、
ハ
ワ
イ
に
残
さ
れ
て
い
る
教
団
資
料
か
ら
、
（
（
（
0
年
代

に
日
系
移
民
が
永
住
土
着
志
向
へ
と
生
活
ス
タ
イ
ル
を
変
化
さ
せ
た
事
に
合
わ
せ
て
、

開
教
使
の
教
化
方
法
が
英
語
化
・
通
仏
教
化
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
が
あ
る［
鷲
見（（（（,（（（（

］。

　

更
に
鷲
見
は
、
教
化
方
法
が
変
化
し
な
が
ら
も
寺
院
・
教
会
に
と
っ
て
は
檀
家
の

葬
儀
・
追
善
供
養
が
主
要
な
役
割
と
し
て
残
り
、
教
化
方
法
や
理
念
の
上
で
は
「
ア

メ
リ
カ
化
」
が
志
向
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
代
ま
で
先
祖
供
養
の
宗
教
と
し
て
ハ
ワ
イ

の
浄
土
宗
が
保
た
れ
て
い
る
現
状
も
明
ら
か
に
し
て
い
る［
鷲
見（00（

］。
鷲
見
に
よ

る
成
果
は
、
ハ
ワ
イ
浄
土
宗
の
開
教
の
あ
り
方
を
、
寺
院
へ
の
調
査
や
教
団
内
資
料

か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
布
教
・
教
化
方
法
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
成
果
が
あ
る
中
で
、
信
徒
が
ど
の
よ
う
に
信
仰
生
活
を
送
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
こ

と
が
、
今
回
筆
者
が
行
っ
た
調
査
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
教
団
や
開
教
使
と
い

う
視
点
か
ら
の
分
析
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
資
料

的
な
制
約
も
あ
る
が
、
ハ
ワ
イ
開
教
区
に
残
る
諸
記
録
や
日
本
で
発
行
さ
れ
た
浄
土

宗
に
関
す
る
雑
誌
、
宗
報
、
そ
し
て
当
時
の
ハ
ワ
イ
で
発
行
さ
れ
た
新
聞
な
ど
か
ら
、

信
徒
の
信
仰
生
活
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
教
団
資
料
と
し
て
は
、
ハ
ワ
イ

開
教
区
に
残
る
『
浄
土
宗
開
教
院
日
鑑
）
（
（

』、『
開
教
区
記
録
）
（
（

』、
日
本
で
発
行
さ
れ
た

『
浄
土
教
報
』、『
宗
報
』
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
で
発
行
さ
れ
て
い
た
新
聞

は
、『
布
哇
報
知
』、『
日
布
時
事
』、『
馬
哇
新
聞
』
を
使
用
し
て
い
る
。

第
１
章　

布
哇
開
教
区
の
概
要

　

ま
ず
ハ
ワ
イ
の
日
系
仏
教
に
つ
い
て
概
説
し
た
い
。
最
初
に
ハ
ワ
イ
を
訪
れ
た
僧

侶
は
、
本
派
本
願
寺
の
曜
日
蒼
龍
で
あ
っ
た
）
（
（

。
（
（
（
（
年
に
移
民
の
極
め
て
凄
惨

な
状
況
を
危
惧
し
、
ホ
ノ
ル
ル
、
ハ
ワ
イ
島
ヒ
ロ
な
ど
で
布
教
を
行
い
、
帰
国
し
た
。

し
か
し
帰
国
後
、
曜
日
の
布
教
方
針
が
本
願
寺
当
局
に
お
い
て
問
題
と
な
り
、
頓
挫

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
（
（
（
（
年
に
浄
土
宗
の
松
尾
定
諦
、
岡
部
学
応
が
、

　
浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て　

―
大
正
・
昭
和
前
期
を
事
例
に
―　

�

魚　

尾　

和　

瑛　



八
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

布
哇
宣
教
会
か
ら
布
哇
布
教
へ
と
送
ら
れ
、
（
（
（
（
年
に
ハ
ワ
イ
島
ハ
マ
ク
ア
に

ハ
ワ
イ
初
の
仏
教
寺
院
、
ハ
マ
ク
ア
仏
教
会
堂
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の

後
、
（
（
（
（
年
に
本
派
本
願
寺
、
（
（
（
（
年
に
真
宗
大
谷
派
、
（
（
0
0
年
に

日
蓮
宗
、
（
（
0
（
年
に
曹
洞
宗
、
（
（
（
（
年
に
真
言
宗
が
、
教
団
と
し
て
開
教

を
そ
れ
ぞ
れ
開
始
し
た
。

　

浄
土
宗
の
ハ
ワ
イ
開
教
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
（
（
（
（
年
に
布
哇
宣
教

会
と
呼
ば
れ
る
有
志
組
織
に
よ
る
ハ
ワ
イ
開
教
が
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
松
尾
諦
定
、

岡
部
学
応
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
）
（
（

。
渡
布
当
初
、
松
尾
、
岡
部
両
氏
は
、
ハ
ワ

イ
島
や
マ
ウ
イ
島
な
ど
の
キ
ャ
ン
プ
（
耕
地
）
に
キ
ャ
ン
プ
布
教
を
行
っ
て
い
た
。

　

ハ
マ
ク
ア
仏
教
会
堂
は
、
（
（
（
（
年
に
岡
部
が
発
起
人
と
な
り
、
パ
ウ
ハ
ウ
耕

地
（
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
耕
主
や
耕
地
に
住
む
日
系
移
民
ら
へ
と
仏
教
会
堂
建

立
の
勧
募
文
を
配
布
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
立
が
進
ん
だ
）
（
（

。

　

そ
の
後
（
1
1
1
年
、
１
８
９
９
年
に
は
、
開
教
使
が
（
名
派
遣
さ
れ
、
１
８
９

９
年
（（
月
に
は
ハ
ワ
イ
島
に
（
ヶ
寺
目
と
な
る
ラ
ウ
パ
ホ
エ
ホ
エ
教
会
堂
が
建
立
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
ハ
ワ
イ
開
教
は
ハ
ワ
イ
島
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
ハ
ワ
イ
島
に
耕
地
が
多
く
、
移
民
も
ハ
ワ
イ
島
を
中
心
に
し
て
い
た

こ
と
に
よ
る
。
（
（
0
0
年
に
は
、
日
本
語
学
校
や
日
曜
学
校
が
ラ
ウ
パ
ホ
エ
ホ
エ

教
会
堂
が
設
置
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
年
（
月
に
は
後
に
第
（
代
開
教
使
長
と
な
る
伊

藤
円
定
が
赴
任
し
、
（
（
0
（
年
に
は
伊
藤
が
オ
ー
ラ
ア
仏
教
会
堂
、
小
学
校
を
創

建
）
（
（

、
（
（
0
（
年
に
は
（
（
0
（
年
に
開
教
副
使
と
し
て
赴
任
し
た
安
西
承
信
が
カ

パ
ア
ウ
仏
教
会
堂
（
コ
ハ
ラ
仏
教
会
堂
）、
付
属
小
学
校
を
創
建
す
る
な
ど
、
順
次

ハ
ワ
イ
島
で
の
教
勢
を
広
げ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
（
（
0
（
年
に
、
初
代
開
教
使
長
清
水
信
順
が
着
任
す
る
と
、
開
教
使
会

議
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
開
教
方
針
が
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
（
（
0
（
年
ま
で
に
新
た
に
（
人
の
開
教
使
が
赴
任
す
る
と
、
清
水
と
伊
藤

は
、
ホ
ノ
ル
ル
に
お
い
て
本
部
設
置
の
準
備
を
は
じ
め
、
（
（
0
（
年
（
月
に
開
教

区
教
務
所
、
浄
土
宗
開
教
院
を
設
置
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ノ
ル
ル
の
開
教
院
を
中
心
に
浄
土
宗
の
ハ
ワ
イ
開
教
は
発
展
を
遂

げ
る
が
、
ハ
ワ
イ
島
で
も
開
教
が
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
く
。
当
初
よ
り
開
教
の
拠

点
と
な
っ
て
い
た
ハ
ワ
イ
島
で
は
、
（
（
0
（
年
に
ハ
ヴ
ィ
教
会
堂
が
建
立
さ
れ
る
）
（
（

。

そ
し
て
（
（
（
（
年
に
は
、
当
時
の
ハ
ワ
イ
第
（
の
都
市
で
あ
る
ヒ
ロ
に
明
照
院
が

建
立
さ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
島
や
ホ
ノ
ル
ル
だ
け
で
な
く
、
他
の
島
な
ど
へ
も
教

勢
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
。

第
２
章　

信
仰
の
継
承　

教
育

　

ハ
ワ
イ
に
お
い
て
、
浄
土
宗
の
信
仰
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
は
、
僧
侶
、
信
徒
、

双
方
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
信
仰
継
承
の
場
だ
け
で
な
く
、

子
女
教
育
の
場
と
し
て
も
意
味
を
持
っ
た
、
布
哇
女
学
校
の
設
立
過
程
を
見
て
い
き

た
い
。
布
哇
女
学
校
は
、
浄
土
宗
信
徒
の
子
女
だ
け
が
通
う
学
校
で
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
僧
侶
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
や
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
尼
僧
が
教
育
を
行
う

こ
と
の
是
非
と
い
っ
た
よ
う
に
、
当
時
は
、
浄
土
宗
の
学
校
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。

筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
布
哇
女
学
校
は
、
信
仰
継
承
の
場
と
し
て
見
る

こ
と
は
妥
当
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
各
教
団
が
運
営
し
て
い
た
日
本
語
学
校
も
、
継

承
の
場
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
浄
土
宗
の
日
本
語
学
校
に
つ
い
て
は
、
鷲

見
の
論
考
が
あ
り
、
本
論
で
は
、
布
哇
女
学
校
に
傾
注
し
て
論
じ
て
い
く
）
（
（

。

　

（
（
0
（
年
（
月
に
伊
藤
円
定
が
第
（
代
開
教
使
長
へ
と
就
任
す
る
と
、
女
学
校
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五

　
　
　
　
浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

設
立
の
計
画
を
開
始
す
る
。
だ
が
こ
の
女
学
校
の
設
立
へ
の
道
の
り
は
、
平
易
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
伊
藤
は
、
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
に
開
教
院
関
係
者
を
集
め
た

大
会
を
開
き
、
ハ
ワ
イ
全
島
に
女
学
校
が
な
い
こ
と
を
遺
憾
で
あ
る
と
し
て
、
女
学

校
の
設
立
を
検
討
し
た
）
（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
大
会
の
最
後
に
「
布
哇
女
学
校
新
築
趣
意

書
」
を
作
成
し
、
移
民
社
会
へ
と
布
哇
女
学
校
の
設
置
を
宣
言
し
た
。
こ
の
趣
意
書

に
よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
れ
て
い
る
。

…
此
等
四
千
哩
外
の
異
域
に
生
を
受
け
親
し
く
皇
国
の
恩
沢
に
浴
す
る
能
は
ざ

る
可
憐
の
児
童
に
国
家
的
教
育
を
授
く
る
の
要
は
己
に
十
数
年
以
前
に
唱
へ
ら

れ
、
今
や
殆
ん
ど
之
れ
が
教
育
機
関
の
具
は
ら
ざ
る
な
き
に
至
れ
り

�

（『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
917
号
：
（

−

（
）

　

つ
ま
り
、
布
哇
女
学
校
に
は
、
国
家
的
教
育
を
施
す
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

ま
た
、
同
時
に
定
め
ら
れ
た
小
規
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
、
本
校
の
名
称
を
布
哇
女
学
校
と
称
す

一
、
本
校
の
教
育
方
針
は
明
治
三
十
二
年
勅
令
第
三
十
一
号
及
同
三
十
四
年
文

部
省
令
第
四
号
に
依
る
も
の
と
す

一
、
本
校
は
日
本
固
有
の
国
風
に
よ
り
淑
徳
を
寛
容
し
品
性
を
高
潔
な
ら
し
め

併
て
女
子
に
必
要
な
る
高
等
普
通
学
及
び
技
芸
を
授
け
社
会
の
知
識
と
実

用
の
才
能
と
を
得
せ
し
む
る
を
以
て
目
的
と
す

一
、
本
校
の
敷
地
は
当
市
サ
ウ
ス
街
浄
土
宗
開
教
院
の
南
に
接
せ
る
土
地
を
三

十
ヶ
年
リ
ー
ス
し
た
る
も
の
と
す

一
、
校
舎
、
寄
宿
舎
、
及
運
動
場
の
新
築
及
設
立
費
用
合
計
を
五
千
弗
と
す

一
、
右
建
築
は
本
年
六
月
十
五
日
よ
り
着
手
し
同
年
十
月
下
旬
落
成
し
む
る
も

の
と
す

一
、
本
校
は
在
ホ
ノ
ル
ル
浄
土
宗
開
教
院
の
経
営
に
係
は
る
も
の
と
す
（
已

上
）

　

明
治
四
十
三
年
六
月
十
五
日

　

米
領
布
哇
ホ
ノ
ル
ル
市
浄
土
宗
開
教
院
主
任

　

右
発
起
者
開
教
使
長　

伊
藤
円
定

（『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
917
号
：
（

−

（
）

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
布
哇
女
学
校
の
教
育
方
針
が
（
（
（
（
年
の
勅
令
（（

号
「
高
等
女
学
校
令
」
と
（
（
0
（
年
文
部
省
令
第
（
号
「
高
等
女
学
校
令
施
行
規

則
」
に
依
拠
し
た
教
育
方
針
を
取
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
伊
藤

は
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
、
日
本
の
高
等
女
学
校
と
同
様
の
教
育
を
施
そ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
設
置
に
関
し
て
、
文
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
の
か

不
明
で
あ
る
。

　

だ
が
、
日
系
社
会
か
ら
の
反
応
は
複
雑
で
あ
っ
た
。『
日
布
時
事
』
の
紙
面
に
は
、

「
女
学
校
問
題
に
就
て
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
記
事
で
は
、
ホ
ノ
ル
ル
の

某
有
力
家
の
意
見
と
し
て

▲
布
哇
女
学
校
と
か
い
ふ
も
の
が
伊
藤
円
定
師
の
企
画
よ
つ
て
設
立
さ
る
ゝ
相

で
す
が
女
学
校
の
設
立
と
い
ふ
こ
と
は
兎
も
角
も
と
し
て
私
は
在
留
同
胞
子
女

の
教
育
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
全
く
大
に
必
要
を
感
じ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
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佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

す

（『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
）

　

と
、
子
女
教
育
の
必
要
性
に
は
賛
同
す
る
旨
が
掲
載
さ
れ
る
。
だ
が
、
浄
土
宗
が

ハ
ワ
イ
に
女
学
校
を
建
築
す
る
必
要
は
な
い
と
、
反
対
が
表
明
さ
れ
る
。
有
力
者
が

反
対
す
る
理
由
は
、
以
下
の
（
点
で
あ
る
。

（
一
）
今
日
在
留
同
胞
生
活
状
態
に
照
し
て
五
千
弗
の
大
金
を
投
じ
て
校
舎

等
を
新
築
す
る
の
要
を
見
ざ
る
事

（
二
）
浄
土
宗
院
を
一
昨
年
新
築
し
た
る
際
に
も
寄
付
金
を
募
り
て
工
事
を

起
し
落
成
後
今
日
に
至
る
迄
も
尚
ほ
其
際
の
支
払
未
済
の
債
務
を
果
た
し
居

ら
ざ
る
に
拘
ら
ず
尚
ほ
も
附
属
事
業
と
し
て
学
校
を
新
築
し
五
千
弗
の
寄
付

を
募
る
等
と
は
最
も
不
可
な
る
事

（
三
）
殊
に
カ
カ
ア
コ
に
は
同
胞
子
女
の
為
め
に
日
本
人
小
学
校
の
あ
る
あ

り
相
当
の
生
徒
を
収
容
し
て
現
に
教
授
し
つ
つ
あ
る
に
拘
ら
ず
僅
に
一
町
内

外
の
地
に
於
て
特
に
小
学
程
度
の
学
校
を
更
に
建
つ
る
が
為
一
般
同
胞
よ
り

寄
付
を
募
る
の
不
当
な
る
事
は
謂
ふ
□
□
な
し

�

（『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
）

（
イ
）
□
来
宗
教
、
教
育
の
混
同
は
吾
□
□
は
不
貴
成
（
中
略
）

以
上
の
他
尚
ほ
設
立
者
た
る
伊
藤
円
定
師
の
人
格
等
に
就
い
て
云
い
度
い
事
□

あ
る
け
れ
ど
も
事
箇
人
に
□
る
か
ら
今
日
は
□
□
と
せ
う
云
々
（
完
）

�

（『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
）

　

ま
ず
費
用
の
面
で
は
、
（
，
0
0
0
ド
ル
を
か
け
る
必
要
性
が
な
い
こ
と
や
、
開

教
院
の
建
設
費
の
借
金
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
当
時

開
教
院
が
あ
っ
た
カ
カ
ア
コ
に
は
す
で
に
日
本
語
学
校
が
存
在
し
て
お
り
、
競
合
す

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
教
学
分
離
の
問
題
、
ま
た
伊
藤
自
身
の
人
格

に
問
題
が
あ
る
な
ど
と
様
々
な
点
か
ら
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
（
月
（
、
（
日
の
『
日
布
時
事
』
に
は
、「
尼
僧
の
教
員
」
と
い
う
投
書

が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
投
書
を
書
い
た
神
川
な
る
人
物
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の

か
不
明
で
あ
る
が
、
投
書
で
は
全
般
に
渉
っ
て
尼
僧
に
よ
る
教
育
に
対
す
る
反
対
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
神
川
は
、
布
哇
女
学
校
の
設
置
に
関
し
て
反
対
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。

　

こ
の
投
書
か
ら
は
、
趣
意
書
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
布
哇
日
々
新

聞
』
や
『
布
哇
新
報
』
の
紙
上
で
布
哇
女
学
校
建
設
の
賛
否
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
両
新
聞
共
に
、
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な

記
事
が
掲
載
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
尼
僧
を
教
員
と
す
る
こ
と
へ

の
反
対
は
、『
日
布
時
事
』、『
布
哇
日
々
新
聞
』
な
ど
で
も
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
、
神
川
の
当
初
か
ら
判
る
。

　

し
か
し
伊
藤
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
反
対
意
見
が
出
る
こ
と
は
想
定
外
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

望
ら
く
は
彼
の
キ
ヤ
ソ
リ
ツ
ク
教
の
尼
衆
が
常
に
女
子
教
育
及
慈
善
事
業
の
中

心
と
な
り
居
る
か
如
く
、
熱
心
な
る
有
志
諸
氏
の
斡
旋
と
相
俟
ち
這
般
の
活
動

を
全
ふ
せ
し
め
ら
れ
ん
事
を
祈
る



八
七

　
　
　
　
浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

（『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
917
号
：
（

−

（
）

　

伊
藤
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
が
女
子
教
育
を
行
う
の
と
同
様
に
、
尼
僧
が

教
育
活
動
を
行
う
と
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
社
会
で
は
、
そ
の

よ
う
に
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
尼
僧
に
よ
る
教
育
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。

尼
僧
を
以
て
教
育
の
任
に
当
ら
し
む
る
事
の
是
非
に
就
い
て
は
、
苟
も
被
教
育

者
た
る
子
女
に
其
の
国
民
的
教
育
を
授
け
ん
と
す
る
に
は
最
も
不
適
任
で
あ
る

事
は
識
者
を
俟
た
な
い
で
も
知
れ
切
つ
た
話
で
あ
る
（
中
略
）

▲
尼
僧
を
以
て
教
育
の
任
に
該
ら
し
む
る
の
は
尼
僧
其
の
者
が
既
に
我
が
国
立

の
大
本
思
想
と
相
反
し
て
居
る
の
で
あ
る
此
の
我
国
の
国
立
思
想
と
相
反
し
て

居
る
思
想
を
有
し
て
居
る
尼
僧
を
以
て
我
が
同
胞
子
女
を
教
育
せ
し
め
ん
と
す

る
嗚
呼
又
殆
い
哉
で
あ
る

（『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（
日
）

　

こ
の
記
事
に
は
、
尼
僧
が
国
民
教
育
を
施
す
の
は
不
適
任
で
あ
る
、
我
が
国
の
思

想
と
反
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
意
見
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
中
の
「
大
本

思
想
」
が
何
を
指
し
示
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
尼
僧
と
い
う
存
在
へ
の
忌
避
感
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
カ
カ
ア
コ
地
区
の
教
育
問
題
と
し
て
、
既
に
布
哇
女
学
校
の
近
く
に
あ
っ

た
、
カ
カ
ア
コ
日
本
人
小
学
校
が
競
合
し
て
し
ま
っ
た
。
新
保
に
よ
る
と
、
法
友
会

の
高
年
部
長
と
会
計
が
カ
カ
ア
コ
日
本
人
小
学
校
の
校
長
な
ら
び
に
学
務
委
員
で
あ

り
、
伊
藤
の
女
学
校
設
置
に
対
し
て
妨
害
工
作
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
）
（1
（

。
カ

カ
ア
コ
日
本
人
学
校
の
方
は
、
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
に
学
務
委
員
臨
時
総
会
を
開

催
し
て
反
対
決
議
を
決
定
し
、
（
月
（（
日
に
は
カ
カ
ア
コ
地
方
有
志
大
会
を
開
き
、

伊
藤
円
定
へ
の
不
信
任
案
を
決
議
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
反
対
運
動
が
あ
っ
た
も
の
の
、
（
月
（（
日
に
は
布
哇
女
学
校
建
設
の

寄
付
が
（
，
（
（
0
ド
ル
集
ま
っ
た
）
（1
（

。
こ
の
事
に
つ
い
て
、
新
保
は
「
反
対
派
の
卑

劣
な
行
動
が
か
え
っ
て
幸
い
し
て
大
口
寄
付
も
多
く
」
と
記
し
て
い
る
）
（1
（

。
（
月
（（
日

に
は
女
学
校
の
敷
地
を
買
い
入
れ
、
（
月
（
日
よ
り
建
設
を
開
始
す
る
な
ど
、
計
画

の
公
表
か
ら
（
ヶ
月
で
こ
れ
ほ
ど
計
画
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
移
民
社
会
に
お
い
て
女

学
校
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
る
）
（1
（

。
ま
た
総
領
事
館
か
ら
も
（
0
0

ド
ル
の
下
付
金
を
交
付
さ
れ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。

　

紆
余
曲
折
あ
り
な
が
ら
も
、
布
哇
女
学
校
は
開
校
す
る
こ
と
と
な
る
。
女
学
校
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
概
観
す
る
た
め
に
開
校
当
時
の
生
徒
募
集
の
要

項
や
学
則
な
ど
を
見
て
い
く
）
（1
（

。
学
校
内
に
は
寄
宿
舎
が
完
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
本
科
、
予
科
、
研
究
科
、
撰
科
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
本
科
は
（
年
、
予
科
が
（

年
、
研
究
科
が
（
年
と
な
っ
て
お
り
、
合
計
（0
年
で
の
卒
業
と
な
っ
て
い
た
。
予
科

（
年
生
は
、
満
（
歳
か
ら
入
学
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
授
業
内
容
は
、
本
科

が
日
本
の
高
等
女
学
校
程
度
、
予
科
が
尋
常
小
学
校
程
度
の
授
業
で
あ
っ
た
。
他
に

も
裁
縫
や
茶
道
、
マ
ナ
ー
な
ど
も
教
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
授
業
は
、
（
週
間
に

（0
時
間
行
い
、
日
米
両
方
の
祭
日
を
休
み
と
し
て
い
た
。
月
謝
は
、
学
年
に
よ
り
（（

セ
ン
ト
、
（0
セ
ン
ト
、
（（
セ
ン
ト
、
（
ド
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
別
に
寄
宿
舎
に
入
る

場
合
は
月
（
ド
ル
の
洗
濯
料
が
か
か
っ
た
。

　

（
（
（
（
年
（
月
（
日
に
開
校
式
、
落
成
式
が
開
催
さ
れ
た
。
校
長
に
は
、
伊
藤
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が
日
本
か
ら
招
致
し
た
尼
僧
永
井
蓮
有
が
就
任
し
、
伊
藤
自
身
も
学
監
と
な
っ
た
。

開
校
式
直
後
の
学
生
数
は
、
通
学
生
（0
名
、
寄
宿
生
（0
名
で
あ
っ
た
）
（1
（

。
そ
の
他
に
、

永
井
に
よ
る
茶
道
や
生
け
花
よ
る
夜
学
な
ど
も
開
か
れ
て
お
り
、
こ
の
夜
学
に
は
日

系
移
民
の
女
性
が
通
っ
て
い
た
）
（1
（

。

　

開
校
後
し
ば
ら
く
は
、
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
（
（
（
（
年
（
月
に

は
、「
布
哇
女
学
校
に
売
春
婦
が
通
っ
て
い
る
」
と
い
う
デ
マ
を
流
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、『
日
布
時
事
』
の
記
者
な
る
も
の
）
（1
（

が
『
日
布
時
事
』
の
紙
面
に
、
永
井
尼

僧
が
個
人
的
に
教
え
て
い
た
婦
人
（
人
が
売
春
婦
で
あ
る
と
書
い
た
記
事
が
発
端
と

な
っ
た
）
11
（

。
実
際
に
こ
の
婦
人
が
売
春
婦
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
判
ら
な
い
も
の
の
、

布
哇
女
学
校
に
対
す
る
嫌
が
ら
せ
に
近
い
記
事
は
繰
り
返
さ
れ
た
）
1（
（

。
伊
藤
自
身
も
、

こ
の
よ
う
な
記
事
に
対
し
て
投
書
を
し
た
も
の
の
、「
伊
藤
に
も
責
任
が
あ
る
」、
と

い
う
よ
う
な
論
調
の
み
が
『
日
布
時
事
』
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
嫌
が
ら
せ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
布
哇
女
学
校
の
生
徒
数
は

順
調
に
増
え
て
い
っ
た
。
（
（
（
（
年
（（
月
（0
日
の
『
日
布
時
事
』
に
よ
る
と
、

（
（
（
（
年
（（
月
に
は
、
総
生
徒
数
（（
名
と
な
り
、
寄
宿
生
も
（（
名
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
茶
道
生
け
花
の
夜
学
も
約
（0
名
が
通
う
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
生
徒
は
、

ホ
ノ
ル
ル
以
外
か
ら
も
入
学
し
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
お
り
、
ハ
ワ
イ
島
か
ら
（
名
、

マ
ウ
イ
島
か
ら
（
名
、
カ
ウ
ア
イ
島
か
ら
（
名
、
ホ
ノ
ル
ル
市
外
の
オ
ア
フ
島
か
ら

（
名
で
あ
っ
た
。
実
際
に
開
校
し
て
以
降
の
科
目
は
、
本
科
は
、「
修
身
、
国
語
、

歴
史
、
地
理
、
数
学
、
裁
縫
、
家
事
、
手
工
、
音
楽
、
点
茶
、
生
花
、
図
書
、
体

操
」
で
、
予
科
は
本
科
の
授
業
か
ら
家
事
、
点
茶
、
生
花
を
差
し
引
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
研
究
科
で
は
、「
倫
理
、
教
育
学
、
教
授
法
、
音
楽
」
を
中
心
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
研
究
科
に
は
教
員
養
成
の
目
的
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
更
に
別

科
で
は
、
任
意
で
選
ん
だ
（
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
（
（
（
（

年
（0
月
に
は
、
生
徒
数
の
増
加
に
よ
っ
て
第
（
校
舎
の
建
築
を
開
始
し
た
。
（（
月
に

は
新
校
舎
で
の
授
業
を
開
始
し
た
。
（
（
（
（
年
に
は
、
第
（
回
の
卒
業
式
も
執
り

行
わ
れ
、
参
加
者
は
在
校
生
105
名
、
卒
業
生
（
名
で
あ
っ
た
と
い
う
）
11
（

。

　

当
初
は
、
尼
僧
に
よ
る
教
育
に
否
定
的
で
あ
っ
た
日
系
社
会
で
も
、
こ
の
頃
に
は

あ
る
程
度
反
対
意
見
も
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
（
（
（
年
（（
月
（（
日
に
行
わ

れ
た
布
哇
中
学
校
、
中
央
学
院
、
布
哇
女
学
校
の
三
校
に
よ
る
中
学
部
教
師
懇
話
会

に
は
、
尼
僧
も
出
席
し
て
教
育
に
関
す
る
懇
談
を
行
っ
た
）
11
（

。
更
に
尼
僧
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
記
事
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
尼
僧
に
対
す
る
興
味
が
日
系
社
会
に
起

き
た
よ
う
で
あ
っ
た
）
11
（

。
た
だ
そ
の
後
も
（
（
（
（
年
に
は
、「
尼
僧
蓄
髪
勧
告
」
と

い
う
怪
文
書
が
開
教
院
宛
て
に
届
く
な
ど
、
尼
僧
に
対
す
る
批
判
が
完
全
に
な
く
な

っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
）
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
布
哇
女
学
校
は
設
立
さ
れ
た
。
僧
侶
や
尼
僧
が
教

鞭
を
執
っ
た
こ
と
や
、
寄
宿
舎
が
開
教
院
内
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
信
仰
継
承
と
い
う

観
点
か
ら
見
る
と
、
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
３
章　

日
本
か
ら
の
教
化

　

前
章
の
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ
の
中
で
信
仰
継
承
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
別
に
、

日
本
か
ら
僧
侶
を
派
遣
し
、
浄
土
宗
の
教
義
を
伝
え
、
ま
た
慰
問
を
し
、
信
徒
の
信

仰
生
活
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
動
き
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
管

長
代
理
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
、
（
名
の
僧
侶
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

五
島
法
住
・
酒
井
教
順
・
窪
川
旭
丈
の
（
人
は
、
浄
土
宗
管
長
代
理
と
し
て
、
大

き
な
法
要
の
導
師
を
勤
め
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
当
時
の
浄
土
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土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

宗
で
は
、
大
き
な
法
要
や
宗
が
指
定
し
た
法
要
な
ど
を
地
方
や
開
教
区
で
行
う
際
に

は
、
管
長
代
理
を
指
名
し
、
そ
の
僧
侶
が
導
師
や
法
話
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
ハ
ワ

イ
に
派
遣
さ
れ
る
管
長
代
理
は
、
日
本
の
浄
土
宗
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
選

定
基
準
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
（
人
共
、
当
時
の
有
名
な
布
教
師
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
点
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

○
五
島
法
住

　

五
島
は
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
に
来
布
し
、
同
年
（
月
（（
日
に
帰
国
し
た
。
五

島
は
、
初
め
て
浄
土
宗
管
長
代
理
と
い
う
肩
書
き
で
布
哇
開
教
区
に
派
遣
さ
れ
た
僧

侶
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
総
本
山
特
使
、
同
胞
慰
問
使
と
肩
書
き
が
書
か
れ
て
い

る
が
、
主
た
る
目
的
は
、
善
導
大
師
（
（
（
0
年
法
要
の
導
師
を
勤
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

　

五
島
の
行
程
に
つ
い
て
は
、『
日
鑑
』
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
記
録
に
よ

る
と
、
五
島
は
移
動
も
含
め
休
む
間
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
善
導
の
法
要
や
法
話
な
ど

を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
月
（（
日
に
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
し
、
検
疫
な
ど
が
完

了
し
て
（0
日
に
上
陸
す
る
と
、
翌
（
月
（
日
に
は
開
教
院
の
善
導
大
師
（
（
（
0
年

忌
法
要
を
行
い
、
講
演
会
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講
演
会
に
つ
い
て
は
、『
布
哇
報

知
』
の
紙
面
に
「
我
々
の
生
活
を
両
手
に
た
と
え
て　

オ
ア
フ
劇
場
の
大
講
演
」
と

い
う
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
同
記
事
に
よ
る
と
、
聴
衆
約
（
，
0
0
0
人
が
集

ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
（
時
間
（0
分
の
講
演
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
講
演

で
は
、
慈
悲
と
智
慧
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、「
進
ん
で
止
ま
ぬ
智
慧
求
む
る
と
同

時
に
出
で
て
は
一
日
の
奉
仕
を
以
て
慈
悲
を
表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
智
恵
の
向
上
が

慈
悲
の
実
践
と
も
な
り
、
こ
の
（
つ
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
行
が
全
う
さ
れ

る
と
教
義
的
な
内
容
か
ら
、
社
会
で
の
行
動
規
範
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。

　

こ
の
講
演
会
が
成
功
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
月
（
～
（
日
に
行
う
予
定
の
青
年

修
養
講
話
は
、
一
般
向
け
に
も
公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
（
日
の
午
後
の

講
話
で
は
夫
人
修
養
講
話
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
講
話
の
内
容
に
つ
い
て
、

『
日
鑑
』
に
は
簡
単
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。『
日
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
慢
心
を
抑
え
る

に
は
礼
拝
行
に
勤
め
る
こ
と
や
、
阿
弥
陀
如
来
に
つ
い
て
、
感
謝
の
心
に
つ
い
て
な

ど
、
（
日
の
講
演
会
と
同
様
に
教
義
や
一
般
道
徳
な
ど
様
々
な
内
容
が
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。

　

ま
た
、
五
島
の
来
布
は
、
そ
れ
な
り
に
日
系
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
で
、

（
月
（
日
の
『
布
哇
報
知
』
に
は
、「
昨
今
の
ホ
ノ
ル
ル
宛
然
僧
侶
の
町
だ　

宗
教

家
の
永
住
土
着
が
第
一
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
で

は
、

お
寺
に
詣
る
と
云
ふ
事
は
心
の
慰
安
を
求
む
る
と
云
ふ
事
で
寺
に
詣
る
人
の
多

い
程
、
其
社
会
に
は
悪
事
が
少
い
と
の
結
論
に
達
す
る
（
中
略
）
ア
ナ
タ
夜
遅

く
な
つ
て
困
り
ま
す
よ
一
体
ど
こ
へ
遊
び
に
行
つ
た
の
で
す
か
な
ど
亭
主
に
悋

気
す
る
人
は
お
寺
詣
り
を
な
す
が
よ
い
、
然
ら
ば
亭
主
は
料
理
屋
趣
味
を
転
じ

て
お
寺
主
義
と
な
り
、
自
然
家
庭
が
平
和
に
治
ま
る
。（
中
略
）
家
庭
の
平
和

を
保
つ
一
つ
は
夫
婦
揃
つ
て
お
寺
や
教
会
に
親
し
む
と
云
ふ
事
が
必
要
条
件
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

�

（『
布
哇
報
知
』
（
（
（
（
年
（
月
（
日
）

と
寺
へ
の
参
詣
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
同
記
事
は
、
女
性
向
け
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
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て
い
る
が
、
仏
教
に
関
す
る
内
容
が
女
性
向
け
紙
面
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
、『
布

哇
報
知
』
に
お
い
て
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
（
日
に
夫
人
向
け
の
講
演

会
を
行
っ
た
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う
。
特
に
寺
へ
の
参
拝
か
ら
家
庭
に
平
和
が
訪
れ

る
と
書
か
れ
て
い
る
点
は
、
興
味
深
い
。

　

ま
た
五
島
は
、
（
日
に
は
ハ
レ
イ
ワ
浄
土
宗
教
会
に
お
い
て
、
入
仏
式
や
先
亡
回

向
の
導
師
を
勤
め
る
な
ど
、
善
導
遠
忌
の
法
要
や
講
話
の
み
な
ら
ず
、
種
々
の
法
要
、

行
事
に
参
加
し
て
い
る
。
（
月
（
日
以
降
は
、
各
島
を
巡
教
し
、
ハ
ワ
イ
島
ヒ
ロ
明

照
院
で
は
（
月
（（
～
（（
日
ま
で
、
五
重
相
伝
の
戒
師
を
勤
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
（

月
（（
日
に
ホ
ノ
ル
ル
に
戻
る
と
、
（（
日
ま
で
開
教
院
の
盆
法
要
を
勤
め
、
（（
日
に
は

帰
国
の
途
に
つ
い
て
い
る
。

○
酒
井
教
順

　

酒
井
は
（
（
（
（
年
（
月
（0
日
に
来
布
し
、
同
年
（
月
（0
日
に
帰
国
し
た
。
酒
井

の
主
な
任
務
は
、
浄
土
宗
開
教
院
移
転
に
関
す
る
新
殿
堂
落
成
式
と
管
長
代
理
と
し

て
、
各
寺
院
で
行
わ
れ
る
宗
祖
降
誕
八
百
年
大
法
要
の
導
師
を
勤
め
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
酒
井
は
、
（
（
0
（
年
（
月
に
当
時
の
管
長
山
下
現
有
猊
下
が
、
韓
国
開
教
区

に
巡
教
す
る
際
に
、
御
代
説
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
開
教
区
に
お
け
る
活
動
実

績
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
）
11
（

。
酒
井
に
関
す
る
記
録
は
、『
日
鑑
』
に
は
ほ
と
ん

ど
無
く
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
新
聞
に
も
落
成
式
に
関
す
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。
唯
一
、
酒
井
の
動
き
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の
は
、
マ
ウ
イ
島
で
当
時
発

行
さ
れ
て
い
た
『
馬
哇
新
聞
』
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
も
マ
ウ
イ
島
内
で
の
動
静
の
み

で
あ
る
。

　

酒
井
は
、
（
月
（
～
（
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
本
堂
落
成
式
・
入
仏
式
・
宗
祖
降

誕
八
百
年
法
要
の
導
師
を
勤
め
て
お
り
、
入
仏
式
に
は
約
（
0
0
0
人
が
参
拝
に
訪

れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
新
築
と
な
っ
た
開
教
院
に
関
し
て
は
、
日
系
社
会
の
企

業
を
利
用
し
た
こ
と
や
、
日
本
か
ら
小
野
田
セ
メ
ン
ト
を
輸
入
し
て
建
設
に
使
用
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
建
物
自
体
や
建
築
費
用
な
ど
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
）
1（
（

。

　

酒
井
の
来
布
の
特
徴
と
し
て
、
酒
井
を
戒
師
と
し
た
受
戒
会
が
数
多
く
開
か
れ
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
オ
ア
フ
で
は
（
月
（
日
よ
り
（
週
間
、
受
戒
会
が
行
わ

れ
て
お
り
、
新
聞
に
も
、

人
生
問
題
解
決
は
宗
教
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
此
の
不
況
時
代
に
最
も
適
応
せ

る
宗
教
行
議
は
通
仏
教
的
の
受
戒
会
で
あ
る
。
宗
門
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
速
に

加
入
し
て
真
に
趣
く
総
て
の
方
向
を
知
ら
れ
よ

�

（『
布
哇
報
知
』、『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（0
日
）

と
開
教
院
で
行
わ
れ
る
受
戒
会
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
広
告
で
は
、
浄

土
宗
的
な
受
戒
で
は
な
く
、「
通
仏
教
的
の
受
戒
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
浄
土
宗
の
信
徒
の
み
な
ら
ず
他
宗
派
か
ら
の
参
加
も
勧
め
て
い

る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ワ
イ
特
有
の
多
重
帰
属
と
い
う
特
徴
が
反
映
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
）
11
（

。
ま
た
、
オ
ア
フ
以
外
に
も
、
マ
ウ
イ
島
、
カ
ウ
ア
イ
島
で
も

受
戒
会
は
行
わ
れ
て
お
り
、
ハ
ワ
イ
島
で
は
五
重
相
伝
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま

で
来
布
し
た
僧
侶
よ
り
も
数
多
く
の
受
戒
会
が
開
か
れ
て
い
る
。

○
窪
川
旭
丈

　

窪
川
は
、
他
の
来
布
し
た
僧
侶
と
違
い
、
管
長
代
理
と
し
て
ハ
ワ
イ
を
訪
れ
た
直
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浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

後
に
第
（
代
開
教
監
督
福
田
闡
正
の
後
代
と
し
て
開
教
監
督
と
し
て
着
任
し
て
お
り
、

事
情
が
特
殊
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
管
長
代
理
と
し
て
来
布
し
た
期
間
に
つ
い
て

焦
点
を
当
て
る
。

　

窪
川
は
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
に
三
上
人
遠
忌
法
要
の
管
長
代
理
導
師
と
し
て

来
布
し
、
同
年
（
月
（0
日
に
帰
国
し
た
。
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
三
上
人
遠
忌
に
際

し
て
最
初
に
検
討
さ
れ
た
の
は
、『
日
鑑
』
に
依
る
と
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
の

教
団
総
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
五
、
三
上
人
御
遠
忌
勧
修
ノ
件　

昭
和
十
一
年

カ
昭
和
十
二
年
高
僧
推
薦
ス
ル
コ
ト
」
と
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
記
録
（
』
か

ら
は
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
、
（（
日
に
開
催
さ
れ
た
第
（（
回
開
教
使
会
議
に
お
い
て
、

　
　

請
願
案

　
　

A
．
本
宗
三
上
人
法
要
勤
修
ノ
件
（
本
部
、
ヒ
ロ
、
ワ
イ
ル
ク
）

　
　

○
管
長
特
請
カ
、
管
長
代
理
特
請
カ

　
　

○
予
算
編
成
ノ
コ
ト

　
　

△
決
議

○
管
長
特
請
ハ
昭
和
十
二
年
ノ
夏
季
ト
シ
テ
事
情
ニ
ヨ
レ
バ
其
ノ
翌
年
ニ
テ
モ

宜
シ
）
宮
本
ヲ
相
談
役
ト
シ
テ
交
渉
ハ
本
部
ニ
委
任
ス
。

○
交
渉
ハ
出
来
ル
限
リ
速
カ
ニ
シ
テ
結
果
ヲ
各
教
会
ニ
通
知
ノ
コ
ト
。

○
管
長
□
願
不
可
能
ノ
際
ハ
適
任
者
ヲ
管
長
代
理
ト
シ
テ
特
請
。
其
ノ
交
渉
モ

本
部
一
任
。

�

（『
記
録
（
』：
201

−

202
）

と
、
三
上
人
遠
忌
に
関
し
て
、
管
長
の
派
遣
要
請
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

こ
れ
ま
で
の
管
長
代
理
の
派
遣
に
関
し
て
は
、
日
本
と
ハ
ワ
イ
の
ど
ち
ら
が
派
遣
依

頼
を
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三
上
人
遠
忌
に
関
し
て
は
、
布
哇

浄
土
宗
教
団
が
、
管
長
へ
と
派
遣
依
頼
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
当
然
、
浄

土
宗
の
ト
ッ
プ
が
ハ
ワ
イ
へ
来
る
こ
と
は
、
宗
教
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ワ
イ

日
系
社
会
に
お
け
る
浄
土
宗
の
立
ち
位
置
に
も
影
響
が
あ
る
と
予
想
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
特
に
（
点
の
理
由
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

ま
ず
第
（
に
浄
土
宗
内
の
事
情
と
し
て
、
当
時
、
台
湾
や
韓
国
、
満
州
な
ど
の
開

教
区
に
は
、
す
で
に
管
長
親
教
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
布
哇
開

教
区
が
管
長
親
教
を
求
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
（
に
ハ
ワ
イ
日
系
社
会
と
し
て

は
、
（
（
（
（
年
に
本
願
寺
派
第
二
十
二
世
大
谷
光
瑞
の
弟
、
大
谷
尊
由
が
来
布
、

（
（
（
0
年
に
は
日
蓮
宗
管
長
代
理
柴
田
一
能
が
来
布
す
る
な
ど
、
他
宗
派
の
い
わ

ゆ
る
高
僧
が
ハ
ワ
イ
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
管
長

を
ハ
ワ
イ
に
呼
ぶ
こ
と
は
、
ハ
ワ
イ
仏
教
界
や
日
系
社
会
に
お
い
て
、
浄
土
宗
の
立

場
が
優
位
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
布
哇
浄
土
宗
教
団
内
で
の
検
討
が
あ
っ
た
後
、
（
（
（
（
年
（
月
（（

日
の
『
日
布
時
事
』
に
「
窪
川
旭
丈
師
来
布　

三
上
人
法
要
に
布
教
」
と
い
う
記
事

が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
窪
川
の
来
歴
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、「
布
哇
よ
り
の
熱

烈
に
特
招
を
懇
望
し
た
結
果
日
本
全
土
布
教
日
程
を
割
き
約
二
ヶ
月
間
布
哇
の
天
地

に
法
雨
を
濯
く
こ
と
を
諾
し
た
」
と
、
布
哇
開
教
区
が
窪
川
を
指
名
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
ま
た
同
記
事
で
は
、
窪
川
が
三
上
人
遠
忌
の
た
め
に
来
布
す
る
こ
と

に
つ
い
て
「
今
回
大
法
要
の
三
上
人
中
浄
土
宗
第
三
祖
記
主
禅
師
の
開
基
に
か
か
る

光
明
寺
の
現
貫
主
が
、
布
哇
の
三
上
人
大
法
要
に
伝
導
す
る
こ
と
は
誠
に
意
義
深
い

も
の
が
あ
る
」
と
そ
の
意
義
を
記
し
て
い
る
。
三
上
人
の
内
、
三
祖
良
忠
は
光
明
寺
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の
開
山
上
人
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
光
明
寺
貫
主
窪
川
が
来
布
し
、

法
要
を
勤
め
る
こ
と
は
、
当
時
の
日
系
社
会
の
中
で
も
意
義
深
い
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

窪
川
は
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
に
来
布
し
、
ハ
ワ
イ
各
島
を
巡
り
、
（
月
（0
日

に
帰
国
し
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
『
日
鑑
』
や
『
記
録
（
』
に
は
、
来
布
・
離
布

の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
法
要
の
内
容
な
ど
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
各
日
系
新
聞
に
は
、
窪
川
に
つ
い
て
記
事
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

記
事
か
ら
窪
川
の
動
き
を
確
認
し
た
い
。

　

（
月
（（
日
の
『
日
布
時
事
』
に
は
、
窪
川
の
来
布
を
伝
え
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
）
11
（

。
こ
こ
で
は
、
ハ
ワ
イ
に
到
着
し
た
直
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
、「
場
合
に
よ
っ
て
は
、
米
大
陸
へ
行
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
、
ハ
ワ
イ
だ
け

で
な
く
ア
メ
リ
カ
本
土
に
も
法
要
と
布
教
に
赴
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
実
際
に
は
、
ハ
ワ
イ
の
み
で
の
帰
国
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
窪
川
自
身
が

開
教
区
に
対
し
て
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
（
月
（（
日
の
『
日
布

時
事
』
に
は
「
三
上
人
大
法
要
と
窪
川
僧
正
日
程　

縦
横
無
尽
の
大
雄
弁
」
と
い
う

記
事
が
掲
載
さ
れ
、
（
月
（0
日
に
開
教
院
に
於
い
て
勤
め
ら
れ
た
三
上
人
大
遠
忌
法

要
の
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
11
（

。
同
記
事
に
依
る
と
午
後
（
時
半
か
ら
の
法
要
に
は
、

多
く
の
参
拝
者
が
集
ま
り
、
窪
川
は
（
時
間
に
及
ぶ
法
要
と
法
話
を
行
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
夜
に
は
法
要
記
念
の
結
縁
授
戒
会
が
開
催
さ
れ
、
約
300
人
が
訪
れ
、

窪
川
か
ら
戒
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
（
月
（（
～
（（
日
の
午
後
（
回
、
法
要

と
法
話
を
行
う
予
定
で
あ
る
な
ど
、
窪
川
が
ハ
ワ
イ
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
浄
土
宗
の

檀
信
徒
に
と
っ
て
一
大
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

窪
川
の
評
判
と
し
て
、『
馬
哇
新
聞
』
に
は
「
一
席
三
万
両
」
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ

ー
ム
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
実
際
に
日
本
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
不
明

で
あ
る
が
、
増
上
寺
執
事
長
時
代
に
、
増
上
寺
大
殿
新
築
の
寄
付
金
募
集
に
際
し
て
、

法
話
を
一
席
行
う
と
（
万
金
の
寄
付
者
を
出
し
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
窪
川
の
法
話
は
そ
れ
だ
け
聞
く
価
値
の
あ
る
も
の
だ
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
マ
ウ
イ
島
で
の
巡
教
で
は
、
三
上
人
遠
忌
法
要
の
他
、
講
演
会
と
結
縁
授
戒
会

が
行
わ
れ
て
い
る
。
プ
ウ
ネ
ネ
浄
土
院
に
お
け
る
講
演
会
で
は
、
布
哇
開
教
区
の
歴

史
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
清
水
・
伊
藤
時
代
と
現
在
（
（
（
（
（
年
）
を
比
較
し

た
内
容
で
あ
っ
た
）
11
（

。
ま
た
、
受
戒
会
で
は
、
100
名
以
上
が
受
者
と
し
て
参
加
し
て
い

た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
窪
川
は
浄
土
宗
の
み
な
ら
ず
、
他
宗
教
に
も
招
か
れ
て
い
る
。
（
月
（（
日

に
は
ハ
ワ
イ
島
ヌ
ア
ヌ
基
督
教
青
年
会
に
お
い
て
、
（
月
（（
日
に
は
曹
洞
宗
コ
ナ
大

福
寺
に
て
説
教
を
行
っ
て
い
る
）
11
（

。
更
に
法
要
以
外
に
も
療
養
院
へ
の
慰
問
な
ど
、
移

民
へ
の
慰
問
活
動
も
行
っ
て
い
た
）
11
（

。
そ
し
て
、
約
（
ヶ
月
に
渡
り
ハ
ワ
イ
各
島
を
巡

っ
た
窪
川
は
、
（
月
（0
日
に
日
本
へ
の
帰
路
に
つ
い
た
）
11
（

。

ま
と
め

　

以
上
、
布
哇
開
教
区
内
に
お
け
る
信
仰
継
承
と
、
日
本
か
ら
の
信
仰
の
充
実
と
い

う
点
を
中
心
に
、
資
料
を
元
に
記
し
て
き
た
。
信
徒
の
信
仰
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
は
、
資
料
上
の
制
約
か
ら
難
し
い
。
し

か
し
、
実
際
に
開
教
区
や
開
教
使
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
に
関
す
る
場
を
提
供
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
日
本
か
ら
ハ
ワ
イ
を
訪
れ
た
僧
侶
達
が
、
信
徒
の
為
に

ど
の
よ
う
な
教
化
を
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
信
仰
を
取
り
巻
く
環
境
は
明
ら
か
に

出
来
た
。
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浄
土
宗
布
哇
開
教
区
に
お
け
る
信
徒
の
信
仰
生
活
に
つ
い
て

　

今
後
も
調
査
を
継
続
し
、
信
徒
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
資
料
な
ど
を
発
掘
す
る
こ
と

も
当
然
だ
が
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
資
料
な
ど
を
再
構
築
し
、
信

徒
の
信
仰
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
改
め
論
じ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

　

ま
た
本
論
文
に
お
け
る
調
査
は
、
平
成
（0
年
度
浄
土
宗
研
究
生
奨
学
金
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
参
考
文
献
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史
』
山
喜
房
佛
書
林

浄
土
教
報
社
『
浄
土
教
報
』

浄
土
宗
務
所
総
務
局
『
宗
報
』

〈
新
聞
〉

布
哇
報
知
社
『
布
哇
報
知
』

馬
哇
新
聞
社
『
馬
哇
新
聞
』（H

oover�Institution�Library�&
�A
rchives

邦
字
新
聞
デ
ジ

タ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

http

：//hojishinbun.hoover.org/cgi-bin/hojishinbun

最

終
ア
ク
セ
ス
日
（
0
（
（
年
（
月
（
日
）

日
布
時
事
社
『
日
布
時
事
』（H
oover�Institution�Library�&

�A
rchives

邦
字
新
聞
デ
ジ

タ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

http

：//hojishinbun.hoover.org/cgi-bin/hojishinbun
最

終
ア
ク
セ
ス
日
（
0
（
（
年
（
月
（
日
）

〈
論
文
・
文
献
〉

星
野
英
紀
（
（
（
（
「
開
教
使
の
活
動　

―
あ
る
「
開
教
使
記
録
」
よ
り
―
」
柳
川
啓
一
・

森
岡
清
美
編
（
（
（
（
『
ハ
ワ
イ
日
系
人
社
会
と
日
本
宗
教
―
ハ
ワ
イ
日
系
人
宗
教
調
査
報

告
書
』
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
：
191-

198

井
上
順
孝
（
（
（
（
『
海
を
渡
っ
た
日
本
宗
教　

移
民
社
会
の
内
と
外
』
弘
文
堂

常
光
浩
然
（
（
（
（
『
明
治
の
仏
教
者　

上
』
春
秋
社

鷲
見
定
信
（
（
（
（
「
成
立
期
の
ハ
ワ
イ
浄
土
宗
教
団
」『
宗
教
研
究
』
255
：
158-

160

（
（
（
（
「
明
治
期
の
ハ
ワ
イ
開
教
」『
仏
教
論
叢
』
（（
：
（（-

（（

（
（
（
（
「『
開
教
区
記
録
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信
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浄
土
宗
と
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学
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水
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先
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記
念
会
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教
教
化
研
究
：
水
谷
幸
正
先
生
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稀
記
念
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：
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0
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「
ハ
ワ
イ
浄
土
宗
と
ア
メ
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カ
化
を
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ぐ
っ
て
」『
仏
教
思
想
の
受
容

と
展
開
：
宮
林
昭
彦
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
』
（
：
151-

（（

　
註

（
（
）
（
（
（
（
年
（
月
か
ら
（
（
（
（
年
（
月
ま
で
の
開
教
院
の
日
鑑
。
執
筆
者
は
複
数

い
る
と
思
わ
れ
、
主
に
会
議
の
議
事
録
や
当
時
の
浄
土
宗
に
関
連
す
る
ハ
ワ
イ
発
行
の

新
聞
の
切
り
抜
き
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
会
議
に
関
し
て
は
、
開
教
院
の
会
議
の

記
録
だ
け
で
な
く
、
一
部
は
開
教
使
会
議
の
内
容
や
、
檀
信
徒
を
含
め
た
会
議
の
議
事

録
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
日
本
の
浄
土
宗
務
所
と
布
哇
開
教
区
の
や
り
取
り
な
ど
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。『
開

教
区
記
録
（
』
は
、
第
（
代
開
教
使
長
福
田
闡
正
が
着
任
し
た
（
（
（
（
年
（
月
（
日

か
ら
（
（
（
（
年
（
月
ま
で
、『
開
教
区
記
録
（
』
は
（
（
（
（
年
（
月
か
ら
（
（
（
（

年
（
月
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。『
開
教
区
記
録
（
』
の
表
題
に
は
、
（
（
（
（
年
（
月
ま

で
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
が
、
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
付
の
亜
米
利
加
開
教
区
内
に
お

け
る
辞
令
の
書
き
写
し
以
降
の
記
録
は
な
い
。

（
（
）
曜
日
の
ハ
ワ
イ
で
の
活
動
は
、［
常
光（（（（

］
に
詳
し
い
。

（
（
）
布
哇
宣
教
会
は
、
浄
土
宗
有
志
に
よ
る
組
織
で
あ
っ
た
が
、
浄
土
宗
管
長
日
野
霊
瑞

や
増
上
寺
法
主
野
上
雲
海
と
い
っ
た
浄
土
宗
の
要
職
に
就
く
僧
侶
が
寄
付
を
お
こ
な
っ

て
お
り
、
単
な
る
有
志
の
組
織
で
は
な
か
っ
た
。
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（
（
）［
新
保（（（（:（0（-（0（

］

（
（
）『
浄
土
教
報
』
（
（
0
（
年
（
月
（0
日
496
号
：
（-

（0

（
（
）『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（
月
（
日
885
号
附
録
：
（-

（
、
（
月
（
日
886
号
附
録
：

（-

（

（
（
）［
鷲
見（（（（
］
に
詳
し
い
。

（
（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
、『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
917
号
：

（-

（

（
（0
）［
新
保（（（（:（（0-（（（

］

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日
、
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日

（
（（
）［
新
保（（（（:（（0-（（（

］

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（（
月
（（
日
、『
浄
土
教
報
』
（
（
（
0
年
（（
月
（（
日
：
（

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
0
年
（（
月
（（
日
、
（
（
（
（
年
（
月
（
日

（
（（
）［
新
保（（（（:（（（

］

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）
当
時
は
各
紙
共
に
、
記
者
に
よ
る
記
事
な
の
か
、
投
書
な
の
か
の
区
別
無
く
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
憶
測
や
デ
マ
な
ど
も
確
認
さ
れ
ず
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

（
（0
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
～
（（
日

（
（（
）［
新
保（（（（:（（（

］

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
：
（
（
（
（
年
（（
月
（
、
（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（0
月
（
日

（
（（
）『
日
鑑
』：
111

（
（（
）『
布
哇
報
知
』
（
（
（
（
年
（
月
（
日

（
（（
）『
日
鑑
』：
105-

110

（
（（
）『
浄
土
教
報
』
（
（
0
（
年
（
月
（（
日
696
号
：
（
、
（
月
（（
日
697
号
：
（

（
（0
）『
布
哇
報
知
』
（
（
（
（
年
（
月
（
～
（
日

（
（（
）『
布
哇
報
知
』
（
（
（
（
年
（
月
（0
日
、
（
月
（
、
（
日
、『
日
布
時
事
』
（
（
（
（

年
（
月
（（
日
、
（
月
（
日

（
（（
）
多
重
帰
属
に
つ
い
て
は
、［
星
野（（（（

］、［
井
上（（（（

］
が
詳
し
い
。

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
馬
哇
新
聞
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
馬
哇
新
聞
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（（
日
、
（
月
（（
日

（
（（
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（
、
（
、
（0
日

（
（0
）『
日
布
時
事
』
（
（
（
（
年
（
月
（
日
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（
設
置
）

第
１
条　

浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
２
条　

編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
３
条　

編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　

二　
　

委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　

三　
　

委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
４
条　

各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　

二　
　

各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　

三　
　

委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　

四　
　

採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
５
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
６
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則　
　

こ
の
規
程
は
２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
１
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

本
号
は
、
没
後
百
年
を
迎
え
る
、
近
代
の
念
仏
者　

山
﨑
辨
榮
上
人
（
一
八
五
九
―
一
九
二
〇
）
の
特
集
号
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

山
﨑
辨
榮
上
人
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
浄
土
宗
史
と
も
あ
わ
せ
て
、
今
後
ま
す
ま
す
研
究
を
深
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
没
後
百
年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
山
﨑
上
人
に
関
し
て
多
く
の
ご
研
究
を

進
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
、
長
谷
川
匡
俊
先
生
、
藤
本
淨
彦
先
生
、
藤
堂
俊
英
先
生
、
そ
し
て
山
口
学
芸
大
学
大
学
院
教
授
、
山
口

大
学
名
誉
教
授
の
名
島
潤
慈
先
生
か
ら
玉
稿
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
号
の
特
集
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
山
﨑
辨
榮
上
人
や
近
代
の
浄
土
宗
史
の
研
究
が
深
ま
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　　

ま
た
、
会
員
か
ら
投
稿
戴
い
た
論
文
か
ら
、
査
読
を
経
て
、
鵜
飼
光
昌
先
生
、
曽
根
宣
雄
先
生
、
長
尾
光
恵
先
生
の
論
文
を
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　　

な
お
、
魚
尾
和
瑛
先
生
の
論
文
は
、
浄
土
宗
研
究
生
の
研
究
報
告
論
文
と
し
て
、
浄
土
宗
の
依
頼
に
よ
り
掲
載
し
た
も
の
で
す
。

　

今
後
と
も
伝
統
あ
る
『
佛
教
文
化
研
究
』
を
、
浄
土
宗
門
に
お
け
る
宗
学
を
基
調
と
し
た
学
術
研
究
を
先
導
す
る
専
門
誌
と
し

て
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
学
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富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 十念寺 袖山　榮輝
長野 観音寺 中嶋　英見
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 城泉山観音寺 鷹司　誓榮
長野 瑠璃光寺 關　恒明
長野 安楽寺 飯田　実雄
長野 安性寺 飯田　英心
静岡 宝台院 野上　智徳
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 法雲寺 水谷　浩志
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 龍音寺 岡田　康佑
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
伊賀 西光寺 服部　純雄
伊賀 西光字 服部　純啓
岐阜 本誓寺 淺野　義光
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 東光寺 小川　法道
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 見性寺 野田　隆生
京都 上徳寺 塩竈　義明
京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 淨土院 秦　秀晃
京都 松月院 加藤　弘孝
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 大光寺 河村　将直
京都 安心院 本庄　良文

京都 浄音寺 法澤　賢祐
京都 善照寺 池見　澄隆
京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 無量寺 半田　将之
奈良 極楽寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 白雲庵極樂寺 清水　澄
奈良 佛國寺 岡　典正
奈良 称念寺 伊藤　茂樹
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 極楽寺 唐井　隆徳
大阪 見性寺 伊藤　真宏
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 大道寺 永田　真隆
大阪 圓通寺 中御門　敬教
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
大阪 西光寺 寺尾　昌治
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
岡山 泰安寺 安田　勇哲
広島 法然寺 別府　一道
福岡 西念寺 椙原　俊彰
福岡 浄光寺 田島　明伸
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 長昌寺 今井　英之
大分 龍音寺 髙橋　昌彦
北米 北米開教本院 後根　定璽

（以上、敬称略）　
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東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
山梨 円通寺 曾根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
大阪 薬師寺 森山　清徹
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
福岡 弘善寺 柴田　泰山

【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 来迎寺 林　純教
東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 龍泉寺 武田　道生
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 春光院 石川　琢道
長野 西方寺 金子　英一
長野 正満寺 和田　典善
尾張 建中寺 村上　真瑞
京都 見性寺 野田　秀雄
京都 帰白院 藤堂　俊英
京都 喜運寺 佐藤　健
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
兵庫 光堂寺 小野田　俊蔵

【嗣講】
青森 天徳寺 相馬　恵泉
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明
宮城 雲上寺 東海林　良昌
群馬 雲晴院 茂木　恵順

栃木 三宝院 岡平　英明
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 吉水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
埼玉 西福寺 稲岡　了順
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 龍泉寺 加藤　光哉
東京 慈眼院 遠田　憲弘
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 天然寺 後藤　史孝
東京 天然寺 後藤　智孝
東京 瑞眞院 八木　宣諦
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 玄信寺 倉　信法
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 光照寺 市川　隆士
東京 心行寺 佐藤　堅正
東京 蓮宝寺 小川　有閑
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
神奈川 專念寺 佐々木　敬易
神奈川 大光院 宮林　雄彦
神奈川 大蓮寺 大橋　雄人
神奈川 西林寺 大橋　俊史
神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄
神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
新潟 長善寺 炭屋　昌彦
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【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 大長寺 石上　善應
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏
山口 西蓮寺 藤本　淨彦

【已講】
宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇高　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 長松寺 西村　實則
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　川中光敎

【顧問】　　　金子寛哉　小澤憲珠　廣川堯敏　石上善應　佐藤良純　榊　泰純　藤本淨彦

　 　　　　　宮澤正順

【理事長】　　勝崎裕彦

【副理事長】　中野正明

【理事】　　　小此木輝之、落合崇志、小嶋知善、田中典彦、藤堂俊英、西村實則、

　 　　　　　長谷川匡俊、林田康順、平岡隆聡、本庄良文、松永知海、森山淸徹、山極伸之

【監事】　　　曾根宣雄、小野田俊蔵

会員名簿（令和 2 年 1 月 25 日現在）

　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※会員資格が停止されている方は含まれません。
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魔とか 或
あるい

は妄想といふべからず。或は精神の錯覚し易
やす

きと或は病的なる妄覚なるあり幻覚

より起る等はすべて之を従来魔と伝へ来
きた

りしなり」（『光明の生活』一七七頁）と述べている。

彼はまた、「天台大師法華三昧 定
じょうちゅう

中 に霊山一
い ち え

会未散を感見し善導大師般
はん

舟
じゅ

道場に宝地華
け ざ

座

等を感見せしは感覚的心像なり」（『光明の生活』一八六頁）と述べている。

これらは、心理学的な趣の強い文章である。前者は宗教心理学と関係しよう。後者の文

中の「感覚的心像」について言えば、（心像そのものがもっぱら感覚的なので感覚的という

言葉を除いて使うことが多いが）「心像」（image/imagery）は心理学ではよく用いられた言

葉である6）。弁栄はまた彼の著書のなかで、「心理学の父」と言われている「ヴント」（Wil-

helm Maximilian Wundt, 一八三二－一九二〇）の言葉や（『人生の帰趣』九四頁）、「科学的

心理学の祖」と言われている、精神物理学を創始した「フェヒネル」（Gustav Theodor 

Fechner, 一八○一－一八八七）の言葉を引用している（『無辺光』三八頁）。弁栄の関心は

宗教学や文学、歴史学、哲学、生物学だけでなく、（ささやかではあるが）心理学にも向か

っていたと言えるかもしれない。

────────────────────────────────────────
1）『お慈悲のたより』（光明会本部、一九九○年復刊）の上巻の二三八頁に、「願くばすべての人々を
大ミオヤの光明に浴せしめて心の病気を癒してやりたく存ずるのが愚衲の病にて」云々とある。
2）田中木叉の『日本の光（弁栄上人伝）』（第六版、財団法人　光明修養会、二○○四年）。田中木叉
編の『お慈悲のたより』上巻（光明会本部、一九九○年復刊）、『お慈悲のたより』中・下巻（光明
会本部、一九九○年復刊）。山本空外編の『弁栄上人書簡集』（財団法人　光明修養会発行、一九六
九年）。山崎弁誡の『弁栄上人の片影』（坂入書店、一九二九年）。
3）田中木叉編『人生の帰趣』（財団法人光明修養会、二○○四年復刻）。
4）河波定昌『如来さまのおつかい─弁栄上人の生涯と光明主義─』（財団法人　光明修養会、二○○
九年）。
5）山本幹夫『弁栄聖者の人格と宗教─現代人の宗教読本─』（大東出版社、一九三六年）。『弁栄上人
書簡集』を編んだ山本空外と山本幹夫は同一人物。
6）現代の心理学では、「心像」はもっぱら「イメージ」と表記される。なお、心像については北村晴
朗の『心像表象の心理』（誠信書房、一九八二年）を参照されたい。北村は心像を「思い浮かばれ
た具象的内容」、表象を「心像を思い浮かべる過程」と定義している。
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五、光明の勧め
　表２は、『人生の帰趣』3）ならびに、『人生の帰趣』のなかに附録として付けられている『如

来光明歎徳章要解』、『お慈悲のたより』、さらに河
かわなみ

波 定
じょうしょう

昌 の『如来さまのおつかい』4）を参

照して、無量寿仏（無量寿如来）の十二光それぞれの様態と機能について述べたものである

（無量寿仏は無量光仏であり阿弥陀如来と同じ）。

　皓
こう

月
げつ

法尼の病気とその後の経過を尋ねる手紙のなかで弁栄は、「清浄光にきよめられ歓喜

光によろこび智慧光にさとらせられ不断光によつて日
にちにち

々に念々に如来のみちからを力として

すゝまんことをこそねがはしく候」と書いている（『お慈悲のたより』上巻、五三頁）。

　また、ある女性への返書のなかで弁栄は、「自分の心にかなはぬ処にありて、よくつとめ

さへすればつひには意にかなふ所となる。（中略）心にけがれ起らば、清浄光を念じて、浄

めて頂き、苦悩煩悶起らば、歓喜光を念じて、法喜禅悦を感じ、智慧光にてますます真理を

発見し、不断光にて日々八億の念々光明中に進む様に致され度
た

し」と書いている（『お慈悲

のたより』上巻、三○九頁）。

　最初の皓月法尼への手紙の内容は、阿弥陀如来の光明のうち、人の心理に作用する清浄

光・歓喜光・智慧光・不断光という四つの光の機能をそのまま述べたものであるが、次の、

ある女性への返書の内容は興味深い。弁栄は、もし心にけがれが生じたら清浄光を念じて浄

めてもらいなさい、もし苦悩・煩悶が生じたら歓喜光を念じて法と三昧の喜びを感じなさい

云々と助言している。念じる主体は「ある女性」である。つまり、ここでは、例えば女性の

心にけがれが生じたら、清浄光を念じて浄めてもらうという行為を彼女自身が行ったらどう

かということになる。もちろん清浄光が阿弥陀如来から常に放射されているからこそ人が清

浄光を念じたらけがれを浄めてもらえるのであるが、それにしても、けがれが生じたら自分

から念じてけがれを浄めてもらえというアドバイスは、臨床心理学的には、認知の転換を伴

う一種のイメージ療法の勧めだと言えるかもしれない。つまり、光明は万物の根源である阿

弥陀如来の光明なので強力無比であり、そのような光明を浴びている自分を積極的にイメー

ジ化すれば、女性の自己像（self-image）は、「けがれた自分」から「清らかな自分」へとか

なり容易に転換させられよう。返書における弁栄の助言は、弁栄なりの宗教的工夫であると

言ってよいかもしれない。

六、おわりに
　光明主義に関する理論的側面については既に、『弁栄聖者の人格と宗教』5）や『如来さまの

おつかい』が解説している。本稿ではもっぱら、弁栄が人々に対して行った伝道活動につい

て心理学の立場から、弁栄が出した手紙（書き言葉）やエピソード（話された言葉）を分析

した。

　ところで、心理学と言えば、弁栄は、「注意すべきことは、たとひ予期するところの本質

を真実に発見することを得るも其
その

獲得に悦びて内心慢ずる如きは是
これ

魔といはざるべからず。

たとひ何にしても全く自己の神的観念の啓示たる価値ありて宗教生活の眼目と成るときは是
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表２　無量寿仏（無量寿如来）の十二光

徳名 性　　　　　能

無量光 法身。大宇宙の霊的太陽、霊的光明。精神界の太陽。絶対無限。処として在らざるとこ
ろなし。永恒自存の精神態。真如。如来蔵。

無
む へ ん こ う

辺光 如来の一
いっさい

切慧
え

（一切慧には大
だいえん

円 鏡
きょう

智
ち

・平
びょうどうしょう

等 性智
ち

・妙
みょう

観
かんざつ

察智
ち

・成
じょう

所
し ょ さ

作智
ち

の四種あり）。
宇宙心の智慧態。処として照らさざるなし。あまねく法界を照らし、衆生の知見を啓示
して、無上菩提をさとらせる。

無
む げ こ う

礙光 悪素質からの解脱の用
はたらき

。神聖、正義（ゆがんだ主我を捨てて真っ直ぐな如来の定木にし
たがうこと）、恩寵の徳をもって、衆生の肉我の束縛を解き、大我の中に霊的自由を与え、
大涅槃を得させる。

無
む た い こ う

対光 一切を超絶した唯仏真境。無量光・無辺光・無礙光の力によって救われた者が最終的に
帰する処。真善美の心霊界。涅槃界（ 常

じょう
寂
じゃくこうど

光土、密厳浄土、蓮華蔵世界、極楽世界）。

燄
えん

王
のうこう

光
（炎王光）

霊性を覆っている衆生の悪質を滅殺する。火炎がもろもろの不浄物を焼き尽くすように、
この光は三障（煩悩と悪業と苦毒）を撲滅する。

清
しょうじょうこう

浄 光 人の感覚を美化する性能。凡夫は毎日見聞きするにつれて心をけがすが、それを洗って
清く、潔くしてくれる。心の汚れは、一心に念仏して如来の清浄光に清められるときに
初めて清くなる。そして、心が浄化されたときに心眼をもって見ると、自ずから清浄国
土に感じられる。

歓
か ん き こ う

喜光 苦を抜き、楽を与える。心に苦悩煩悶が起これば、歓喜光を念じて法喜禅悦（法と三昧
を味わう悦び）を感じる。

智慧光 人の知力に感ずる光。われわれの魂は闇夜のように真っ暗であるが、それを悟りの光明
のなかの人にしてくれる。

不断光 人の意志を霊化し、聖道徳心を発し、無上道に進趣させる。野卑の情操が失せて、金剛
の意志、霊化の道徳心となって活動する。［従来の罪悪我（煩悩我、肉我）を脱して聖
我となるには不断の意志を要する。不断の改革、不断の努力を要する。］

難
な ん し こ う

思光 信仰喚起位。資料位。宗教行儀門の第一期。難思とは不可思議の義。

無
むしょうこう

称光 加
けぎょう

行位
い

。第二期　恩寵開展。七
しち

覚
か く し

支（択
ちゃくほう

法覚
か く し

子、精進覚子、喜覚子、軽
きょうあん

安覚
か く し

子、
定
じょうかくし

覚子、捨覚子、念覚子の七つ）。

超
ちょうにちがっこう

日月 光 向上行。第三期　実行。行為と言語と思想において霊的行為を実際になすべき位
くらい

。［太
陽は月の光を産み、地球のすべての動物を活かすが、如来の光明は人を霊的に活かす。］

九つの呼びかけのうち実に七つもの多くにおいて弁栄が和泉式部のことを取り上げたの

は、次から次へと歌を詠みながら「高貴な」男性たちと恋愛人生を重ねていた和泉式部の心

が対象喪失経験を契機として仏法へ向かったことが極めて重要なことと思われたのではない

かと推測される。別の言い方をすれば、（弁栄的用語を借りれば）それまではもっぱら「肉

我」に支配されていた彼女が娘の死という悲痛な対象喪失経験を契機に「霊我（真実我）」

による人生へと向かったということが極めて重要だと思われたのではないかと推測される。
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表１  『お慈悲のたより』と『弁栄上人書簡集』に見られる弁栄の呼びかけ

呼びかけ
た相手

子どもの
性別

巻と頁 弁栄が親に呼びかけた内容

①両親 不明 上巻 67-70 頁 娘に先立たれた泉式部が仏法を求めたこと。身を犠牲にして親
を導く子どものほうこそ善知識。真実に大ミオヤを頼むよう。

②両親
（宮川家）

男子 上巻 76-79 頁 娘に先立たれた和泉式部が後に性空上人の教化で念仏三昧の門
に入ったこと。宇宙に独りの大ミオヤを頼るよう。

③母親
（照子）

女子
（信子）

上巻 88-93 頁 死別の悲しみよりも子どもの心
たましい

霊を救うことの方が重い。心霊
のミオヤなるアミダ如来を頼るよう。

④母親
（渡邊）

男子
（三郎）

上巻 378-381 頁 娘に先立たれた和泉式部の悲痛なエピソード。

⑤両親 不明 中巻 111-113 頁 娘に先立たれた和泉式部の悲痛なエピソード。一心に念仏を称
えて光明に接するよう。

⑥両親
（飯田家）

女子
（米子）

中巻 151-154 頁 娘に先立たれた和泉式部の悲痛なエピソード。悲しみをあきら
めて念仏すべし。

⑦母親 女子
（澄恵）

中巻 175-178 頁 奥底に潜んでいる大ミオヤとの霊的感応による霊感を発現する
ように。

⑧母親
（五井豊子）

男子
（喜代司）

下巻 43-45 頁 娘に先立たれた和泉式部が性空上人の教化で念仏三昧の門に
入ったこと。大ミオヤの慈悲の手にすがるよう。

⑨両親
（井深家）

女子
（まさ子）

『弁栄上人書簡
集』588-591 頁

和泉式部の悲痛なエピソード。まさ子嬢を思い出すごとに大悲
の親さまを思って念仏するよう。

一○二五年十一月、和泉式部の娘の小
こしきぶのない

式部内侍
し

（和泉式部の最初の夫である 橘
たちばなの

道
みち

貞
さだ

との間

の子）は、男児（小式部の二番目の夫である藤
ふじわらの

原公
きん

成
なり

との間の頼
らい

仁
にん

）を産んだ直後に死亡

した。ショックを受けた和泉式部は後に、播磨国の書写山の 性
しょう

空
くう

上
しょうにん

人を訪ねることとなっ

たという。

　弁栄が手紙のなかで書いている和泉式部の七つのエピソードは、その内容が詳しいものか

らごく簡単なものまであるが、基本構造はほぼ同じである。つまり、（1）和泉式部は娘の小

式部に死なれたことを発心の動機とし、性空上人の教化もあって念仏三昧の門に入ったこと

と、（2）小式部は母親よりも早く死ぬことによって結果的に導きの善知識（仏法の指導者）

となったことが共通している。［弁栄は和泉式部が詠んだ歌として、表1の①②⑥では「夢の

世にあだにはかなき身をしれと　教えて帰る子は知識なり」を、④⑤⑧⑨では「夢の世にあ

だにはかなき身をしれと　教えて帰る子はほとけなり」を手紙に書き込んでいる。］

　結局弁栄はわが子がなくなって悲嘆にくれている親に対して、まず前述の和泉式部のエピ

ソードを話し、次に大ミオヤを頼るよう勧めている。
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　二番目の例について言えば、記述が簡単なので少し分かりにくいが、弁栄に帰依していた

一人の老人が称名念仏のさいに阿弥陀如来の姿を見ているように感じ、そのことを弁栄に

「吹聴」した。おそらく老人は、弁栄や彼の周囲の者に対して阿弥陀如来を見たと言いふら

したわけである。「見ない者は見たと言うし、見た者は見ないと言う」という弁栄の言葉は、

老人の自己愛を切り捨てる趣があって厳しい。しかも、老人はプロの僧侶ではなくて在家の

信者なので、なおさら厳しく感じられる。ただし、老人が後で人々に対してこのエピソード

を不機嫌に語ったことからすれば、老人は最後まで自己愛に気づかなかったのかもしれない。

自己愛の中身であるが、老人は長い間弁栄に帰依していたということなので、阿弥陀如

来の姿を見たと言うことによって弁栄に気に入られようとしたのかもしれない。別の言い方

をすれば、弁栄（および周囲の人々）の関心を引こうとする欲望、あるいは自分をより一段

上の存在に位置づけようとする欲望が阿弥陀如来の姿を見させることになったのかもしれな

い。しかし重要なのは阿弥陀如来への「霊愛」であって、人や自分への執着心ではない。老

人としては不機嫌になる前に、弁栄の言葉の意味をきちんと吟味したほうがよかったように

思える。ちなみに、「見ない者は見たと言う」との弁栄の言葉は、カウンセリングの用語で

言えば、「直面化（confrontation）」に相当するかもしれない。直面化とは、カウンセラーが

クライアント（来談者）の影の部分（自分では見たくない部分）を言葉で呈示することであ

り、クライアントにとってはきつく感じられる。［これはまったくの推測になるが、直面化

と言えるほどに弁栄が老人にきつくあたったことの背景として、弁栄なりの焦りがあったの

かもしれない。つまり、老人は長く弁栄についているのになかなか進展が見られない、しか

も年老いてきている、そこで弁栄は老人の「吹聴」を好機として、いわばショック療法のよ

うな形で老人の構えを変化させようとしたのではなかったろうか。］

四、対象喪失経験への対応
　対象喪失（object loss）とは、本人にとって大切な人や動物、物が失われることである。

対象喪失の典型は、例えば病気や事故によって自分の親や兄弟、子どもがなくなってしまう

こと。これらの対象喪失経験は一般に本人に対して深い抑うつや悲哀感、人生に対する懐疑

の念（なぜ自分にこのような不幸が生じたのか）、後悔と罪責感（自分の不注意のせいで死

なせてしまったのではないか）などをもたらすことになる。ここでは『お慈悲のたより』と

『弁栄上人書簡集』から、わが子をなくした親に対して弁栄が出した手紙を取り上げたい。

　表１は、弁栄が手紙を出した相手、死去した子どもの性別、『お慈悲のたより』の巻と頁、

弁栄が手紙のなかに書いた内容である。①から⑧は『お慈悲のたより』に載せられているが、

⑨のみは『お慈悲のたより』にはなくて『弁栄上人書簡集』に収録されている。なお、①の

なかの「泉式部」は原文のまま、同じく①の「大
おお

ミオヤ」は「大御親」で、阿弥陀如来のこ

とである。

　表１の合計九つの呼びかけのうち、③と⑦以外の七つではすべて、和
い ず み し き ぶ

泉式部（九七八？－

一○三五？）の悲痛なエピソードが述べられている。山中 裕
ゆたか

の『和泉式部』によると、
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阿弥陀経、無量清浄平等覚経、無量寿経、法華経、維摩経、楞厳経、観無量寿経、観無量寿

経疏、般舟三昧経、華厳経、原人論、勅修御伝等からの記事が手紙に書かれ、人名では善導、

法然、釈迦、浄飯王、マヤ、タゴール、パウロ、アウグステーヌス、スピノーザ、和泉式部、

和泉式部の娘の小式部内侍、永観律師、性空、乃木大将、西行、空海、孔子、提婆達多、ゲ

ーテ、太田道灌、崇徳院、巴御前、静御前、北条政子、恵心僧都（源信）、ナイチンゲール、

トルストイ、維摩、了誉聖冏、親鸞、聖徳太子、カント、一休、オーガスチン、徳本行者、

安倍仲麿、本多日生、法蔵、明恵、キリスト、道誉上人、ソクラテス、徳川家康、観智国師、

紫式部等の言葉や行動が手紙に記されている。

弁栄は若いころ小金の東漸寺の経蔵にあった黄檗版の一切経を少しずつ宗円寺に運んで

いっては読みこなしているし、来当寺においてはいろいろな哲学者や宗教家等の本に目を通

しているので、篤信者たちへの手紙のなかでは相手に応じて、経典の文句、歴史的人物の言

葉やエピソードといったものを自在に書き込むことができたものと思える。

三　「霊的現象」への対応
　光明主義においては念仏三昧、つまり「口常に仏を称え、身常に仏に仕え、 意

こころ

常に仏を

念ずること」が最も大切となる（『お慈悲のたより』上巻、二九三頁）。仏との絶え間ない密

着と言ってもよい。自己の霊性開発のためのこのような生活態度にあっては、いわゆる「見

仏」を初めとするさまざまな現象が生ずることになる。なかには、疑わしいものも出てこよ

う。ここでは二つ取り上げたい。

　（一）かつて軍職にあった高山某が山に籠って修行中、自分の後ろの山がはっきり見えた

のを蘇東坡の山色清浄身の文にあてはめて、自分は仏の法身を観たのではないかと思って、

浅草誓願寺にいた弁栄を訪問した。すると弁栄は、そのくらいのことを仏の法身を観たなど

と言うべきではないと述べ、念仏三昧を勧めて、渋谷又一郎の禅室に入らせたという（『日

本の光』一七一頁）。渋谷又一郎は悟有禅師について長年座禅した人であったが、弁栄に帰

依していた。

　（二）長い間弁栄に帰依していた篤信の優婆塞の老人が念仏のさいに弥陀の霊容を感見し

つつあるように思えて、弁栄のところにやってきて吹聴した。老人の話を聞き終わった弁栄

は、「見ない者は見たと言うし、見た者は見ないと言う」と述べた。老人は後日、このこと

を人々に語って、ひどく不機嫌であったという（『弁栄上人の片影』一四七頁）。

　最初の例について言えば、弁栄にとって法身（法身如来）とは、「一切衆生を生存せしめ

る天則の根底として、一切の理を統一し、万物を天則の規律に隨つて生存せしめ、一切衆生

の身心の法の源として万物の父母たり」といったものである（『光明の生活』三六頁）。高山

某は山中での修行中おそらくは異様な注意集中によって彼の視覚等が一時的に鮮明化したの

であり、それを「自分は仏の法身を観たのではないか」と曲解したわけである。その意味で

は、弁栄が高山某の思い込みを否定して、改めて念仏三昧の修行、それも渋谷又一郎という

「指導者」の許での修行を勧めたのは適切な対応であったと言えよう。
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相まみえた人々に対する弁栄の呼びかけと応答
─心理学の立場から─

名　島　潤　慈

一、はじめに
　弁栄（一八五九－一九二〇）の最終的な立脚点は「円具教すなわち如来光明主義」である。

阿弥陀如来は常に人の正面にいて、人が光明名号（ナムアミダ仏）を称えて一心不乱に念ず

れば如来は人に呼応し、如来の光明が人の霊
れいせい

性（法
ほっ

身
しんぶつ

仏から受けた仏
ぶっ

性
しょう

）を孵化させる。

それによって人は、現世において光明生活に入り、死して後は無量光明土に行くことができ

る。つまり、現在を通して永遠の光明に入れることになる。

　ところで筆者は臨床心理士なので、常日頃青少年に対してカウンセリングを行っている。

クライアント（来談者）によっては描画やイメージ、呼吸法を用いることもあるが、カウン

セリングではもっぱら言葉を多用する。そして、クライアントとの言葉のやりとりによって、

クライアントの不安や恐怖が低減したり、もつれた葛藤が整理できたり、クライアントの自

己認識が拡大できるよう支援する。それだけに、言葉の使い方には敏感にならざるをえない。

　弁栄はもちろん、心の闇に閉ざされている人々に阿弥陀如来の光明をもたらそうとするプ

ロの僧侶であって、カウンセラーや心理療法士ではない。しかし、弁栄自身が書いているよ

うに、彼は基本的に、「心の病気を癒してやりたく存ずる1）」人である。

　絶え間ない伝道活動を続ける弁栄の許にはさまざまな人がやってきた。「米粒上人」への

好奇心から弁栄の法話を聞きに来た人もいれば、心に煩悶を抱いていてどうにも安心ができ

ない人、大切な人に死なれて悲哀の極にある人、弁栄の光明主義に関心を寄せつつも疑念が

晴れない人、念仏三昧の修行中迷いの出た人もいた。弁栄はこれらの人々に対していろいろ

な呼びかけをし、彼らからの質問に対しては臨機応変に応答していった。呼びかけには、弁

栄が開催した法座における言葉と、弁栄が多忙な伝道活動の合間に出した文字（手紙）があ

る。

本稿では、弁栄が行った呼びかけと応答について吟味したい。主な出典は、『日本の光』

『お慈悲のたより』『弁栄上人書簡集』『弁栄上人の片影』である2）。ちなみに、呼びかけは

相手に対する働きかけ、応答は相手からの質問に対する答えであるが、相手からの質問に対

する答えが同時に相手に対する新しい呼びかけにもなっていることがあり、本稿では特に呼

びかけと応答とを区別しないでおく。

二、引用の豊富さと選択　
　弁栄が篤信者や僧侶に出した『お慈悲のたより』を読むと、経典等では、異訳無量寿経、
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