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三
　
「
源
空
聖
人
」
の
遺
言
・「
釈
親
鸞
」
の
応
答

「
源
空
聖
人
云
」
の
文
と
「
釈
親
鸞
云
」
の
文

　
親
鸞
に
お
い
て
御
影
は
仏
道
を
相
続
す
る
著
述
を
象
徴
す
る
。
そ
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
影
像
と
名
の
り
は
、
ま
さ
し
く
視
覚
化
さ
れ

た
撰
号
（
著
述
す
る
名
の
り
）
で
あ
り
、
そ
の
著
述
が
全
人
格
を
懸
け
た
営
み
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
歴
史
的
社
会
的
人
格
を
離

れ
た
教
法
は
観
念
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
讃
銘
は
、
そ
の
著
述
の
原
点
も
し
く
は
核
心
を
示
す
文
が
選
ば
れ
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
肖
像
の
下
部
に
置
か
れ
て
い
た
二
つ
の
讃
文
を
遺
産
相
続
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
み
た
い
。「
源
空
聖
人

云
」
の
文
と
同
じ
主
題
の
変
奏
と
も
い
う
べ
き
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
、
こ
の
差
異
に
親
鸞
に
よ
る
相
続
応
答
の
実
践
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

源
空
聖
人
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
親
鸞
云

当
知

「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
下

│
│〈
鏡
御
影
〉
を
手
が
か
り
に
│
│

加
　
　
来
　
　
雄
　
　
之
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生
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□
で
囲
っ
た
部
分
が
親
鸞
が
加
え
た
箇
所
、　
　
　
　
が
変
更
し
た
箇
所
。

　
「
源
空
聖
人
云
」
の
文
と
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
と
は
、
前
者
の
文
に
対
し
後
者
の
文
を
も
っ
て
応
答
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
。
こ
の

二
つ
を
個
別
に
見
て
い
る
と
き
は
、
単
に
親
鸞
が
源
空
の
説
を
八
・
七
言
の
語
数
に
調
え
て
祖
述
し
た
と
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
二
つ
を
並
記
す
る
と
、
こ
の
微
妙
な
差
異
に
こ
そ
、
師
源
空
の
教
え
を
受
け
止
め
た
弟
子
親
鸞
が
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
を
も

っ
て
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
独
自
の
教
学
的
課
題
が
際
立
っ
て
く
る
。
師
の
文
に
わ
ず
か
な
文
字
を
加
え
て
引
用
す
る
と
い
う

文
体
に
、
親
鸞
の
学
の
方
法
を
象
徴
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る①
。

　
「
源
空
聖
人
云
」
の
文
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』「
第
八
・
三
心
章
（
念
仏
行
者
、
必
可
具
足
三
心
之
文
）」
か
ら
の
引
用
で
あ
る②
。

「
当
知
（
ま
さ
に
知
る
べ
し
）」
と
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
生
死
の
家
に
止
ま
る
か
、
涅
槃
の
城
に
入
る
か
、
を
決
定
す
る
の
は

「
疑
・
信
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
「
疑
・
信
」
の
本
質
と
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
源
空
の
教
学
的
遺
産

を
相
続
す
る
者
と
し
て
の
応
答
責
任
が
あ
る
、
と
親
鸞
は
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
文
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
解
釈
が
『
尊
号
真
像
銘

文
』
に
あ
る
。

ま
た
い
は
く
、「
当
知
生
死
之
家
」
と
い
ふ
は
、
当
知
は
、
ま
さ
に
し
る
べ
し
と
也
、
生
死
之
家
は
生
死
の
い
ゑ
と
い
ふ
也
。「
以
疑

寂
静

必

心

網
か
け
部
分
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三
　
「
源
空
聖
人
」
の
遺
言
・「
釈
親
鸞
」
の
応
答

「
源
空
聖
人
云
」
の
文
と
「
釈
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云
」
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親
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に
お
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て
御
影
は
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道
を
相
続
す
る
著
述
を
象
徴
す
る
。
そ
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
影
像
と
名
の
り
は
、
ま
さ
し
く
視
覚
化
さ
れ

た
撰
号
（
著
述
す
る
名
の
り
）
で
あ
り
、
そ
の
著
述
が
全
人
格
を
懸
け
た
営
み
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
歴
史
的
社
会
的
人
格
を
離

れ
た
教
法
は
観
念
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
讃
銘
は
、
そ
の
著
述
の
原
点
も
し
く
は
核
心
を
示
す
文
が
選
ば
れ
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
肖
像
の
下
部
に
置
か
れ
て
い
た
二
つ
の
讃
文
を
遺
産
相
続
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
み
た
い
。「
源
空
聖
人

云
」
の
文
と
同
じ
主
題
の
変
奏
と
も
い
う
べ
き
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
、
こ
の
差
異
に
親
鸞
に
よ
る
相
続
応
答
の
実
践
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

源
空
聖
人
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釈
親
鸞
云

当
知

「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
下
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影
〉
を
手
が
か
り
に
│
│
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□
で
囲
っ
た
部
分
が
親
鸞
が
加
え
た
箇
所
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が
変
更
し
た
箇
所
。

　
「
源
空
聖
人
云
」
の
文
と
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
と
は
、
前
者
の
文
に
対
し
後
者
の
文
を
も
っ
て
応
答
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
。
こ
の

二
つ
を
個
別
に
見
て
い
る
と
き
は
、
単
に
親
鸞
が
源
空
の
説
を
八
・
七
言
の
語
数
に
調
え
て
祖
述
し
た
と
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
二
つ
を
並
記
す
る
と
、
こ
の
微
妙
な
差
異
に
こ
そ
、
師
源
空
の
教
え
を
受
け
止
め
た
弟
子
親
鸞
が
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
を
も

っ
て
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
独
自
の
教
学
的
課
題
が
際
立
っ
て
く
る
。
師
の
文
に
わ
ず
か
な
文
字
を
加
え
て
引
用
す
る
と
い
う

文
体
に
、
親
鸞
の
学
の
方
法
を
象
徴
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る①
。

　
「
源
空
聖
人
云
」
の
文
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』「
第
八
・
三
心
章
（
念
仏
行
者
、
必
可
具
足
三
心
之
文
）」
か
ら
の
引
用
で
あ
る②
。

「
当
知
（
ま
さ
に
知
る
べ
し
）」
と
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
生
死
の
家
に
止
ま
る
か
、
涅
槃
の
城
に
入
る
か
、
を
決
定
す
る
の
は

「
疑
・
信
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
「
疑
・
信
」
の
本
質
と
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
源
空
の
教
学
的
遺
産

を
相
続
す
る
者
と
し
て
の
応
答
責
任
が
あ
る
、
と
親
鸞
は
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
文
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
解
釈
が
『
尊
号
真
像
銘

文
』
に
あ
る
。

ま
た
い
は
く
、「
当
知
生
死
之
家
」
と
い
ふ
は
、
当
知
は
、
ま
さ
に
し
る
べ
し
と
也
、
生
死
之
家
は
生
死
の
い
ゑ
と
い
ふ
也
。「
以
疑

寂
静

必

心

網
か
け
部
分
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為
所
止
」
と
い
ふ
は
、
大
願
業
力
の
不
思
議
を
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
を
も
て
、
六
道
・
四
生
・
二
十
五
有
・
十
二
類
生
に
と
ゞ
ま
る
と

也
、｛﹇
類
生
者
﹈
一
卵
生
　
二
胎
生
　
三
湿
生
　
四
化
生
　
五
有
色
生
　
六
無
色
生
　
七
有
相
生
　
八
無
相
生
　
九
非
有
色
生
　
十
非
無
色
生
　
十

一
非
有
相
生
　
十
二
非
無
相
生
｝
い
ま
に
ひ
さ
し
く
世
に
ま
よ
ふ
と
し
る
べ
し
と
也
。「
涅
槃
之
城
」
と
ま
ふ
す
は
、
安
養
浄
刹
を
い

ふ
也
、
こ
れ
を
涅
槃
の
み
や
こ
と
は
ま
ふ
す
な
り
。「
以
信
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
真
実
信
心
を
え
た
る
人
の
、
如
来
の
本
願
の
実

報
土
に
よ
く
い
る
と
し
る
べ
し
と
の
た
ま
へ
る
み
こ
と
な
り
。
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る

べ
し
と
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文③
』
広
本
。
傍
線
筆
者
。）

　
こ
の
短
い
解
説
の
中
で
親
鸞
は
「
当
知
」
を
「
ま
さ
に
し
る
べ
し
と
也
」
と
注
意
を
促
し
た
う
え
に
、「
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
三
度

も
繰
り
返
し
て
疑
と
信
と
の
内
実
を
確
認
し
て
い
る
。

当
に
知
る
べ
し
│
「
源
空
聖
人
云
」
の
遺
言

　
前
述
し
た
よ
う
に
遺
産
相
続
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
適
応
す
れ
ば
、「
源
空
聖
人
」
は
遺
産
人
の
名
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
釈
親
鸞
」

に
対
し
て
遺
産
相
続
を
要
請
し
た
人
の
名
で
あ
る
。
次
の
「
云
」
以
下
の
文
が
そ
の
遺
言
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
文

が
「
当
知
」
と
い
う
語
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。「
当
知
」
と
い
う
語
か
ら
引
用
す
る
意
図
は
、
親
鸞
が
以
下

の
文
を
み
ず
か
ら
に
与
え
ら
れ
た
遺
命
で
あ
る
と
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
教
義
の
内
容
だ
け
が
必
要
な
ら
ば
、「
当
知
」
を
省
い

て
次
の
文
か
ら
引
け
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
は
「
当
知
」
と
い
う
表
現
が
二
五
回
以
上
出
て
く
る
。
親
鸞
は
、
そ

の
中
か
ら
こ
の
三
心
章
の
「
当
知
」
の
一
文
だ
け
を
遺
言
と
し
て
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
当
知
」
の
選
び
に
注
目
し
て
『
教
行

信
証
』
製
作
の
意
図
を
見
出
し
た
の
が
江
戸
時
代
の
大
谷
派
の
講
者
・
開
華
院
法
住
で
あ
る
。
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其
の
次
ぎ
の
「
当
知
」
の
二
字
重
き
言
な
り
。
伝
教
の
『
註
無
量
義
経
』
に
も
「
当
知
は
勧
誡
の
語
」
と
あ
り
て
、
実
に
大
切
な
る

言
葉
故
、
確
か
と
胸
に
お
さ
め
よ
と
云
ふ
、
す
ゝ
め
い
ま
し
む
る
が
「
当
知
」
の
二
字
な
り
。（
法
住
『
教
行
信
証
金
剛
録
』
下④
）

扨
て
、「
当
知
」
と
云
ふ
勧
誡
の
言
葉
を
置
か
せ
ら
れ
て
、
脇
に
疑
は
生
死
の
因
、
信
心
は
涅
槃
の
因
と
勧
信
誡
疑
し
た
ま
ふ
。（
同

上⑤
）

　
こ
の
よ
う
に
「
当
知
」
に
「
勧
誡
」
の
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
命
の
意
を
く
み
取
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
親
鸞
が
源
空

の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
か
ら
み
ず
か
ら
の
著
作
に
引
用
す
る
文
の
種
類
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。『
教
行
信
証
』
に
直
接
引
用
す
る
の
は
、

わ
ず
か
に
「
行
文
類
二
」
に
お
け
る
題
号
と
撰
号
と
三
選
總
結
の
文
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
源
空
章
の
今
取
り

上
げ
て
い
る
三
心
章
の
文
に
よ
っ
て
作
成
し
た
偈
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。「
正
信
念

仏
偈
」
源
空
章
の
偈
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

本
師
源
空
は
仏
教
に
明
か
に
し
て

　
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐-

愍あわ
れ
むせ
し
む

真
宗
の
教
証
片
州
に
興おこす
す
　
選
択
本
願
悪
世
に
弘
む

生
死
輪
転
の
家
に
還か

来へ

る
こ
と
は
　
決
す
る
に
疑
情
を
以
て
所
止
と
す

速
や
か
に
寂
静
無
為
の
楽み

や
こ

に
入
る
こ
と
は
　
必
す
信
心
を
以
て
能
入
と
す
と
い
へ
り⑥

　
は
じ
め
の
二
行
は
源
空
の
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
画
期
と
な
っ
た
歴
史
的
業
績
を
讃
嘆
し
、
後
の
二
行
が
三
心
章
の

文
に
も
と
づ
い
て
正
信
念
仏
に
つ
い
て
の
教
学
的
業
績
を
讃
嘆
す
る
部
分
で
あ
る
。

　
ま
た
親
鸞
の
『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
に
注
目
し
て
も
全
二
十
首
の
ほ
と
ん
ど
が
伝
記
に
も
と
づ
く
記
述
で
あ
る
な
か
、
こ
の
三
心
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為
所
止
」
と
い
ふ
は
、
大
願
業
力
の
不
思
議
を
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
を
も
て
、
六
道
・
四
生
・
二
十
五
有
・
十
二
類
生
に
と
ゞ
ま
る
と

也
、｛﹇
類
生
者
﹈
一
卵
生
　
二
胎
生
　
三
湿
生
　
四
化
生
　
五
有
色
生
　
六
無
色
生
　
七
有
相
生
　
八
無
相
生
　
九
非
有
色
生
　
十
非
無
色
生
　
十

一
非
有
相
生
　
十
二
非
無
相
生
｝
い
ま
に
ひ
さ
し
く
世
に
ま
よ
ふ
と
し
る
べ
し
と
也
。「
涅
槃
之
城
」
と
ま
ふ
す
は
、
安
養
浄
刹
を
い

ふ
也
、
こ
れ
を
涅
槃
の
み
や
こ
と
は
ま
ふ
す
な
り
。「
以
信
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
真
実
信
心
を
え
た
る
人
の
、
如
来
の
本
願
の
実

報
土
に
よ
く
い
る
と
し
る
べ
し
と
の
た
ま
へ
る
み
こ
と
な
り
。
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る

べ
し
と
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文③
』
広
本
。
傍
線
筆
者
。）

　
こ
の
短
い
解
説
の
中
で
親
鸞
は
「
当
知
」
を
「
ま
さ
に
し
る
べ
し
と
也
」
と
注
意
を
促
し
た
う
え
に
、「
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
三
度

も
繰
り
返
し
て
疑
と
信
と
の
内
実
を
確
認
し
て
い
る
。

当
に
知
る
べ
し
│
「
源
空
聖
人
云
」
の
遺
言

　
前
述
し
た
よ
う
に
遺
産
相
続
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
適
応
す
れ
ば
、「
源
空
聖
人
」
は
遺
産
人
の
名
前
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
釈
親
鸞
」

に
対
し
て
遺
産
相
続
を
要
請
し
た
人
の
名
で
あ
る
。
次
の
「
云
」
以
下
の
文
が
そ
の
遺
言
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
文

が
「
当
知
」
と
い
う
語
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
。「
当
知
」
と
い
う
語
か
ら
引
用
す
る
意
図
は
、
親
鸞
が
以
下

の
文
を
み
ず
か
ら
に
与
え
ら
れ
た
遺
命
で
あ
る
と
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
教
義
の
内
容
だ
け
が
必
要
な
ら
ば
、「
当
知
」
を
省
い

て
次
の
文
か
ら
引
け
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
は
「
当
知
」
と
い
う
表
現
が
二
五
回
以
上
出
て
く
る
。
親
鸞
は
、
そ

の
中
か
ら
こ
の
三
心
章
の
「
当
知
」
の
一
文
だ
け
を
遺
言
と
し
て
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
当
知
」
の
選
び
に
注
目
し
て
『
教
行

信
証
』
製
作
の
意
図
を
見
出
し
た
の
が
江
戸
時
代
の
大
谷
派
の
講
者
・
開
華
院
法
住
で
あ
る
。
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其
の
次
ぎ
の
「
当
知
」
の
二
字
重
き
言
な
り
。
伝
教
の
『
註
無
量
義
経
』
に
も
「
当
知
は
勧
誡
の
語
」
と
あ
り
て
、
実
に
大
切
な
る

言
葉
故
、
確
か
と
胸
に
お
さ
め
よ
と
云
ふ
、
す
ゝ
め
い
ま
し
む
る
が
「
当
知
」
の
二
字
な
り
。（
法
住
『
教
行
信
証
金
剛
録
』
下④
）

扨
て
、「
当
知
」
と
云
ふ
勧
誡
の
言
葉
を
置
か
せ
ら
れ
て
、
脇
に
疑
は
生
死
の
因
、
信
心
は
涅
槃
の
因
と
勧
信
誡
疑
し
た
ま
ふ
。（
同

上⑤
）

　
こ
の
よ
う
に
「
当
知
」
に
「
勧
誡
」
の
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
命
の
意
を
く
み
取
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
親
鸞
が
源
空

の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
か
ら
み
ず
か
ら
の
著
作
に
引
用
す
る
文
の
種
類
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。『
教
行
信
証
』
に
直
接
引
用
す
る
の
は
、

わ
ず
か
に
「
行
文
類
二
」
に
お
け
る
題
号
と
撰
号
と
三
選
總
結
の
文
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
源
空
章
の
今
取
り

上
げ
て
い
る
三
心
章
の
文
に
よ
っ
て
作
成
し
た
偈
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。「
正
信
念

仏
偈
」
源
空
章
の
偈
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

本
師
源
空
は
仏
教
に
明
か
に
し
て
　
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐-

愍あわ
れ
むせ
し
む

真
宗
の
教
証
片
州
に
興おこす
す
　
選
択
本
願
悪
世
に
弘
む

生
死
輪
転
の
家
に
還か

来へ

る
こ
と
は
　
決
す
る
に
疑
情
を
以
て
所
止
と
す

速
や
か
に
寂
静
無
為
の
楽み

や
こ

に
入
る
こ
と
は
　
必
す
信
心
を
以
て
能
入
と
す
と
い
へ
り⑥

　
は
じ
め
の
二
行
は
源
空
の
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
画
期
と
な
っ
た
歴
史
的
業
績
を
讃
嘆
し
、
後
の
二
行
が
三
心
章
の

文
に
も
と
づ
い
て
正
信
念
仏
に
つ
い
て
の
教
学
的
業
績
を
讃
嘆
す
る
部
分
で
あ
る
。

　
ま
た
親
鸞
の
『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
に
注
目
し
て
も
全
二
十
首
の
ほ
と
ん
ど
が
伝
記
に
も
と
づ
く
記
述
で
あ
る
な
か
、
こ
の
三
心
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章
の
「
当
知
」
の
文
に
も
と
づ
く
次
の
二
首
だ
け
が
例
外
的
に
教
学
的
で
あ
る
。

諸
仏
方
便
と
き
い
た
り

　
源
空
ひ
じ
り
と
し
め
し
つ
ゝ

　
無
上
の
信
心
お
し
え
て
ぞ

　
涅
槃
の
か
ど
お
ば
ひ
ら
き
け
る

真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
は

　
か
た
き
が
な
か
に
な
ほ
か
た
し

　
流
転
輪
廻
の
き
わ
な
き
は

　
疑うた
が
ふ
こ
ゝ
ろ

情
　
の
さ
は
り
に
し
く
ぞ
な
き 

（『
高
僧
和
讃
』
源
空
讃
、
第
十
一
・
十
二
首⑦
）

　
こ
の
二
首
は
、
三
心
章
の
原
文
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
疑
か
ら
信
へ
の
順
序
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
そ
れ
を
信
心
か
ら
疑
情
へ
と
次
第
を

逆
転
さ
せ
て
和
讃
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
・
疑
は
単
な
る
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。
第
十
一
首
で
は
、「
無
上

の
信
心
を
お
し
え
」「
涅
槃
の
か
ど
を
ひ
ら
」
い
た
源
空
の
仏
道
事
業
の
意
義
を
「
諸
仏
方
便
と
き
い
た
り
」
と
ま
で
讃
え
る
の
で
あ
る

が
、
さ
ら
に
第
十
二
首
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
た
真
の
知
識
と
の
出
会
い
を
出
遇
い
と
し
て
成
就
で
き
な
い
の
は
「
疑
情
の
さ

わ
り
」
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
意
味
で
受
け
止
め
な
お
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
親
鸞
が
こ
の
「
当
知
」
以
下
の
文
を
源

空
の
遺
言
と
し
て
選
び
と
り
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
三
心
章
の
こ
の
文
が
親
鸞
に
と
っ
て
源
空
の
教
学

を
相
続
す
る
と
き
の
原
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
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「
当
知
」
と
は
、
い
か
に
も
強
い
表
現
で
あ
る
。
聞
く
も
の
の
態
度
を
厳
し
く
問
い
直
し
て
い
る
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
知
（
理
解
）
の

レ
ベ
ル
の
変
革
を
要
請
し
て
く
る
。
で
は
、
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
源
空
の
遺
言
に
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
住
は
、
こ
の
三
心
章

の
文
に
注
目
し
て
、
こ
の
呼
び
か
け
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
製
作
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
『
選
択
集
』
の
三
心
章
に
「
当
知
生
死
之
家
以
疑
為
所
止
」
と
の
給
へ
り
。
こ
の
文
が
信
証
二
法
を
別
開
し
給
ふ
根
本
と
な
る
。

…
中
略
…
さ
れ
ば
能
入
の
門
た
る
信
を
明
か
す
『
信
巻
』、
所
入
の
涅
槃
之
城
を
明
か
す
『
証
巻
』『
真
仏
土
巻
』
な
り
。『
化
巻
』

は
此
の
涅
槃
之
城
の
外
の
疑
城
胎
宮･

懈
慢
界
を
明
か
す
。
然
れ
ば
、『
信
巻
』
よ
り
下
は
三
心
章
の
御
私
釈
よ
り
開
け
出
る
。

（『
教
行
信
証
金
剛
録
』
上⑧
）

　
法
住
は
、『
選
択
集
』
三
心
章
の
「
当
知
」
と
い
う
一
句
か
ら
『
教
行
信
証
』
の
後
四
巻
が
展
開
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
法
住
に
よ

れ
ば
、
親
鸞
の
己
証
と
い
う
教
学
的
営
み
は
こ
の
遺
命
へ
の
応
答
で
あ
っ
た
の
だ
。

「
還
来
」

　
「
還
来
」
と
「
速
入
」
と
い
う
二
字
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
実
践
的
な
文
体
が
、
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
、

こ
こ
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
源
空
は
、「
生
死
の
家
」
と
だ
け
示
し
た
。
し
か
し
親
鸞
は
、「
還
来
生
死
流
転
之
家
」
と
受
け
止
め
直
し
た
。「
還
来
」
と
い
う
二
字

を
加
え
て
、
生
死
の
家
に
止
ま
る
内
実
を
厳
密
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
還
来
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
こ
の
「
還
来
」
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
解
釈
が
成
り
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
に
は
言
及
が
な
い
。
蓮
如
の
『
正
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章
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「
当
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」
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、
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は
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二
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は
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で
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し
え
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ど
を
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ら
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た
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空
の
仏
道
事
業
の
意
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を
「
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と
き
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た
り
」
と
ま
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る
の
で
あ
る

が
、
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に
第
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で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
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真
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の
出
会
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を
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遇
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就
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は
「
疑
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の
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」
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も
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は
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と
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う
意
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で
受
け
止
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な
お
し
て
い
る
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こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
親
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が
こ
の
「
当
知
」
以
下
の
文
を
源

空
の
遺
言
と
し
て
選
び
と
り
受
け
止
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
三
心
章
の
こ
の
文
が
親
鸞
に
と
っ
て
源
空
の
教
学

を
相
続
す
る
と
き
の
原
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
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通
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。
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正
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信
偈
大
意
』
は
、
次
の
よ
う
に
「
還
来
」
を
「
こ
の
ふ
る
さ
と
へ
か
え
る
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
ど
こ
か
ら
か
え
る
の
か
に
つ
い
て
は

明
言
し
て
い
な
い
。

「
還
来
生
死
輪
転
家
、
決
以
疑
情
為
所
止
、
速
入
寂
静
無
為
楽
、
必
以
信
心
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
生
死
輪
転
の
い
へ
と
い
ふ
は
、

六
道
輪
廻
の
こ
と
な
り
。
こ
の
ふ
る
さ
と
へ
か
へ
る
こ
と
は
疑
情
の
あ
る
に
よ
り
て
な
り
。
ま
た
寂
静
無
為
の
浄
土
へ
い
た
る
こ
と

は
信
心
の
あ
る
に
よ
り
て
な
り
。
さ
れ
ば
『
選
択
集
』
に
い
は
く
、「
生
死
の
い
へ
に
は
う
た
が
ひ
を
も
て
所
止
と
し
、
涅
槃
の
み

や
こ
に
は
信
を
も
て
能
入
と
す
」
と
い
へ
る
、
こ
の
こ
ゝ
ろ
な
り
。（『
正
信
偈
大
意⑨
』）

　
ま
た
主
要
な
江
戸
期
の
注
釈
書
で
は
、
も
っ
と
も
古
い
高
田
派
彰
見
寺
普
門
（
一
六
三
六
│
一
六
九
二
）
の
『
教
行
信
証
師
資
発
覆
鈔
』

は
「
還
来
者
。
往
還
去
来
義
也
。（
還
来
は
、
往
還･

去
来
の
義
な
り⑩
）」
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
死
の
な
か
で
流
転
を
繰
り
返
す

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の
宗
学
者
も
こ
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
。

　
「
鏡
御
影
」
の
讃
文
に
は
訓
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
教
行
信
証
』
坂
東
本
「
正
信
念
仏
偈
」
で
は
、「
還か

来へ

る
こ
と
は
」
と
訓
ん

で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
訓
む
場
合
は
、「
還
来
」
と
は
、
再
び
か
え
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
再
び
」「
ど
こ
か
ら
」
か
え
っ
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
法
住
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
涅
槃
の
城
の
外
に
あ
る
世
界
（
疑
城
胎
宮
・
懈
慢
界
）
を
取
り
上
げ
る
「
化
身
土
文
類
六
」
の
冒
頭

に
示
さ
れ
る
以
下
の
文
が
、「
還
来
」
と
い
う
二
字
を
親
鸞
が
加
え
た
問
題
意
識
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
濁
世
に
お
い
て
仏

の
教
え
に
出
会
い
、
み
ず
か
ら
菩
提
心
を
発
し
な
が
ら
も
、
流
転
を
つ
づ
け
て
き
た
衆
生
の
悪
戦
苦
闘
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

然
る
に
濁
世
群
む
ら
が
り

萠きざす
穢
け
が
ら
は
し

悪
の

か
む含

ふ
う
む

識さとる
乃
し
九
十
五
種
之
邪
道
を
出
で
ゝ
半
満
権
実
之
法
門
に
入
〔
る
〕
と
雖
も
真
な
る
者
は
甚
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だ
以
〔
て
〕
難
く
実
な
る
者
は
甚
〔
だ
〕・
以
て
希まれ
な
り

　
偽
な
る
者
は
甚
〔
だ
〕
以
て
多
く
虚
な
る
者
は
甚
だ
以
て
滋
し⑪

　
「
還
来
」
と
は
、
こ
の
半
満
権
実
の
法
門
（
い
わ
ゆ
る
聖
道
の
諸
教
・
八
万
四
千
の
法
門
）
に
入
り
な
が
ら
、
真
実
な
る
も
の
は
少
な

く
虚
偽
な
る
も
の
は
多
い
と
い
う
悲
歎
に
も
響
き
合
う
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
「
還
」
の
字
は
同
じ
く
「
化
身
土
文
類
六
」
引
用
の

『
涅
槃
経
』
の
次
の
文
を
想
起
さ
せ
る
。

善
男
子
　
四
の
善
事
有
り
悪
果
を
獲うる
得
せ
む
　
何
等
お
か
四
と
す
る
　
一
は
勝
他
の
為
の
故
に
経
典
を
読
誦
す
　
二
は
利
養
の
為
の

故
に
禁
い
ま
し
む

戒
を
受
持
せ
む
　
三
は
他
属
の
為
の
故
に
し
て
布
施
を
行
ぜ
む
　
四
は
非
想
非
非
想
処
の
為
の
故
に
繋
念
思
惟おもふ
せ
む
　

是
の
四
の
善
事
悪
果
報
を
得
む
　
若
し
人
是
〔
の
〕
如
の
四
事
を
修
習ならふ
せ
む
　
是
を
没
し
て
没
し
已
て
還
て
出
つ
出
〔
で
〕
已
て
還

て
没
〔
す
〕
と
名
く
　
何
が
故
ぞ
没
と
名
〔
づ
く
〕
る
三
有
を
楽
ふ
が
故
に
　
何
が
故
ぞ
「
出
」
と
名
〔
づ
く
〕
る
　
明
を
見

〔
る
〕
を
以
の
故
に
　
「
明
」
は
即
是
戒
・
施
・
定
を
聞
く
な
り
　
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
還
り
て
出
没
す
る
や
。
邪
見
を
増
長
し
、

憍
慢
を
生
ず
る
が
故
に
。
是
の
故
に
我
れ
経
の
中
に
於
て
偈
を
説
か
く
　
「
若
し
衆
生
有
て
諸
有
を
楽
〔
ん
〕
で
、
有
の
為
に
善
悪

の
業
を
造
作
す
る
　
是
の
人
は
涅
槃
道
を
迷
失
す
る
な
り
　
是
を
暫
出
還
復
没
と
名
〔
づ
〕
く
　
黒
闇
生
死
海
を
行
じ
て
解
脱
を
得

と
雖
も
、
煩
悩
を
雑
す
る
は
　
是
の
人
還
〔
り
〕
て
悪
果
報
を
受
く
　
是
を
暫
出
還
復
没
と
名
〔
づ
〕
く
」
と
。（「
化
身
土
文
類
六⑫
」）

　
戒
施
定
と
い
う
修
善
の
道
を
聞
き
な
が
ら
外
道
的
関
心
（
邪
見
・
憍
慢
）
に
取
り
込
ま
れ
て
「
涅
槃
道
を
迷
失
す
る
」
あ
り
方
が
「
暫

出
還
復
没
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
し
ば
ら
く
出
で
て
還
り
て
ま
た
没
す
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
か
。「
わ
ず
か
な
間
だ
け
迷
い
の
世
界
か

ら
出
た
が
、
迷
い
の
世
界
に
還
っ
て
ふ
た
た
び
そ
の
中
に
沈
む
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
教
え
を
聞
き
な
が
ら
、
な
ぜ
涅
槃
道

を
成
就
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
『
涅
槃
経
』
の
文
に
照
ら
す
と
、「
還
来
」
に
は
「
釈
親
鸞
」
が
「
己
証
」
の
営
み
を
も
た
な
く
て
は
な
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信
偈
大
意
』
は
、
次
の
よ
う
に
「
還
来
」
を
「
こ
の
ふ
る
さ
と
へ
か
え
る
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
ど
こ
か
ら
か
え
る
の
か
に
つ
い
て
は

明
言
し
て
い
な
い
。

「
還
来
生
死
輪
転
家
、
決
以
疑
情
為
所
止
、
速
入
寂
静
無
為
楽
、
必
以
信
心
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
生
死
輪
転
の
い
へ
と
い
ふ
は
、

六
道
輪
廻
の
こ
と
な
り
。
こ
の
ふ
る
さ
と
へ
か
へ
る
こ
と
は
疑
情
の
あ
る
に
よ
り
て
な
り
。
ま
た
寂
静
無
為
の
浄
土
へ
い
た
る
こ
と

は
信
心
の
あ
る
に
よ
り
て
な
り
。
さ
れ
ば
『
選
択
集
』
に
い
は
く
、「
生
死
の
い
へ
に
は
う
た
が
ひ
を
も
て
所
止
と
し
、
涅
槃
の
み

や
こ
に
は
信
を
も
て
能
入
と
す
」
と
い
へ
る
、
こ
の
こ
ゝ
ろ
な
り
。（『
正
信
偈
大
意⑨
』）

　
ま
た
主
要
な
江
戸
期
の
注
釈
書
で
は
、
も
っ
と
も
古
い
高
田
派
彰
見
寺
普
門
（
一
六
三
六
│
一
六
九
二
）
の
『
教
行
信
証
師
資
発
覆
鈔
』

は
「
還
来
者
。
往
還
去
来
義
也
。（
還
来
は
、
往
還･

去
来
の
義
な
り⑩
）」
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
死
の
な
か
で
流
転
を
繰
り
返
す

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の
宗
学
者
も
こ
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
。

　
「
鏡
御
影
」
の
讃
文
に
は
訓
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
教
行
信
証
』
坂
東
本
「
正
信
念
仏
偈
」
で
は
、「
還か

来へ

る
こ
と
は
」
と
訓
ん

で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
訓
む
場
合
は
、「
還
来
」
と
は
、
再
び
か
え
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
再
び
」「
ど
こ
か
ら
」
か
え
っ
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
法
住
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
涅
槃
の
城
の
外
に
あ
る
世
界
（
疑
城
胎
宮
・
懈
慢
界
）
を
取
り
上
げ
る
「
化
身
土
文
類
六
」
の
冒
頭

に
示
さ
れ
る
以
下
の
文
が
、「
還
来
」
と
い
う
二
字
を
親
鸞
が
加
え
た
問
題
意
識
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
濁
世
に
お
い
て
仏

の
教
え
に
出
会
い
、
み
ず
か
ら
菩
提
心
を
発
し
な
が
ら
も
、
流
転
を
つ
づ
け
て
き
た
衆
生
の
悪
戦
苦
闘
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

然
る
に
濁
世
群
む
ら
が
り

萠きざす
穢
け
が
ら
は
し

悪
の

か
む含

ふ
う
む

識さとる
乃
し
九
十
五
種
之
邪
道
を
出
で
ゝ
半
満
権
実
之
法
門
に
入
〔
る
〕
と
雖
も
真
な
る
者
は
甚
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だ
以
〔
て
〕
難
く
実
な
る
者
は
甚
〔
だ
〕・
以
て
希まれ
な
り
　
偽
な
る
者
は
甚
〔
だ
〕
以
て
多
く
虚
な
る
者
は
甚
だ
以
て
滋
し⑪

　
「
還
来
」
と
は
、
こ
の
半
満
権
実
の
法
門
（
い
わ
ゆ
る
聖
道
の
諸
教
・
八
万
四
千
の
法
門
）
に
入
り
な
が
ら
、
真
実
な
る
も
の
は
少
な

く
虚
偽
な
る
も
の
は
多
い
と
い
う
悲
歎
に
も
響
き
合
う
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
「
還
」
の
字
は
同
じ
く
「
化
身
土
文
類
六
」
引
用
の

『
涅
槃
経
』
の
次
の
文
を
想
起
さ
せ
る
。

善
男
子
　
四
の
善
事
有
り
悪
果
を
獲うる
得
せ
む
　
何
等
お
か
四
と
す
る
　
一
は
勝
他
の
為
の
故
に
経
典
を
読
誦
す
　
二
は
利
養
の
為
の

故
に
禁
い
ま
し
む

戒
を
受
持
せ
む
　
三
は
他
属
の
為
の
故
に
し
て
布
施
を
行
ぜ
む
　
四
は
非
想
非
非
想
処
の
為
の
故
に
繋
念
思
惟おもふ
せ
む
　

是
の
四
の
善
事
悪
果
報
を
得
む
　
若
し
人
是
〔
の
〕
如
の
四
事
を
修
習ならふ
せ
む
　
是
を
没
し
て
没
し
已
て
還
て
出
つ
出
〔
で
〕
已
て
還

て
没
〔
す
〕
と
名
く
　
何
が
故
ぞ
没
と
名
〔
づ
く
〕
る
三
有
を
楽
ふ
が
故
に
　
何
が
故
ぞ
「
出
」
と
名
〔
づ
く
〕
る
　
明
を
見

〔
る
〕
を
以
の
故
に
　
「
明
」
は
即
是
戒
・
施
・
定
を
聞
く
な
り
　
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
還
り
て
出
没
す
る
や
。
邪
見
を
増
長
し
、

憍
慢
を
生
ず
る
が
故
に
。
是
の
故
に
我
れ
経
の
中
に
於
て
偈
を
説
か
く
　
「
若
し
衆
生
有
て
諸
有
を
楽
〔
ん
〕
で
、
有
の
為
に
善
悪

の
業
を
造
作
す
る
　
是
の
人
は
涅
槃
道
を
迷
失
す
る
な
り
　
是
を
暫
出
還
復
没
と
名
〔
づ
〕
く
　
黒
闇
生
死
海
を
行
じ
て
解
脱
を
得

と
雖
も
、
煩
悩
を
雑
す
る
は
　
是
の
人
還
〔
り
〕
て
悪
果
報
を
受
く
　
是
を
暫
出
還
復
没
と
名
〔
づ
〕
く
」
と
。（「
化
身
土
文
類
六⑫
」）

　
戒
施
定
と
い
う
修
善
の
道
を
聞
き
な
が
ら
外
道
的
関
心
（
邪
見
・
憍
慢
）
に
取
り
込
ま
れ
て
「
涅
槃
道
を
迷
失
す
る
」
あ
り
方
が
「
暫

出
還
復
没
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
し
ば
ら
く
出
で
て
還
り
て
ま
た
没
す
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
か
。「
わ
ず
か
な
間
だ
け
迷
い
の
世
界
か

ら
出
た
が
、
迷
い
の
世
界
に
還
っ
て
ふ
た
た
び
そ
の
中
に
沈
む
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
教
え
を
聞
き
な
が
ら
、
な
ぜ
涅
槃
道

を
成
就
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
『
涅
槃
経
』
の
文
に
照
ら
す
と
、「
還
来
」
に
は
「
釈
親
鸞
」
が
「
己
証
」
の
営
み
を
も
た
な
く
て
は
な
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ら
な
か
っ
た
求
道
の
課
題
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
還
来
生
死
輪
転
之
家
」
と
は
、
三
有
以
上
の
関
心
に
出
会
い

な
が
ら
、
生
死
の
世
界
に
戻
り
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
仏
教
に
出
会
い
な
が
ら
そ
れ
を
成
就
す
る
こ
と
な
く
ふ
た
た
び
生
死

に
止
ま
り
続
け
る
と
い
う
悲
歎
が
押
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
親
鸞
は
、
源
空
の
「
当
知
生
死
之
家

以
疑
為
所
止
」
を
、
仏
教
者
以
外
の
人
々
へ
の
言
説
で
は
な
く
、
む
し
ろ
値
い
が
た
い
仏
教
の
伝
承
に
出
遇
い
、
そ
の
な
か
に
住
ま
い
な

が
ら
、
し
か
も
外
道
的
・
自
力
的
関
心
に
よ
っ
て
涅
槃
道
を
迷
失
し
て
い
る
私
た
ち
に
対
す
る
遺
誡
と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
は
な
い
か
。

「
速
入
」

　
源
空
は
「
当
知
…
中
略
…
涅
槃
城
以
信
心
為
能
入
」
と
教
示
し
た
。
こ
の
一
句
に
親
鸞
は
源
空
の
仏
道
の
独
自
の
業
績
を
見
出
し
、
こ

の
主
題
を
「
大
信
心
は
…
中
略
…
証
大
涅
槃
の
真
因
」「
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
」「
斯
の
信
・
行
に
由
て
必
〔
ず
〕
大
涅
槃
を

超
証
す
可
き
が
故
に
真
仏
弟
子
と
曰
ふ
」「
念
仏
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
る
が
故
に
臨
終
一
念
の
夕
　
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」（
以
上
、

「
信
文
類
三⑬
」）
等
と
真
実
信
心
に
よ
る
証
大
涅
槃
の
道
と
し
て
展
開
継
承
し
た
。

　
こ
の
「
生
死
の
家
」
に
対
す
る
「
涅
槃
の
城
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
涅
槃
の
世
界
の
堅
固
さ
と
公
開
性
に
対
す
る
源
空
の
イ
メ
ー

ジ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
能
」
と
は
、
可
能
の
義
で
あ
り
、
能
動
性
を
あ
ら
わ
す
が
、
涅
槃
に
対
向
し
な
い
も
の
は
「
能
」
と
は

い
え
な
い⑭
。
そ
の
意
味
で
は
、
如
来
の
願
心
に
相
応
し
た
信
だ
け
が
本
当
に
涅
槃
に
対
向
す
る
能
動
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
以
信
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
真
実
信
心
を
え
た
る
人
の
、
如
来
の
本
願
の
実
報
土
に
よ
く
い
る
と
し
る
べ
し
と
の
た
ま
へ
る
み
こ

と
な
り
。
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文⑮
』
広
本
）
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「
入
」
と
は
、
い
か
に
も
無
上
涅
槃
と
い
う
如
来
の
境
界
と
凡
夫
の
宗
教
心
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
の
に
適
切
な
表
現
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
凡
夫
が
涅
槃
の
境
地
を
そ
の
ま
ま
迷
い
の
心
に
得
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
心
に
持
ち
込
め
る
よ
う
な
実

体
的
な
も
の
は
涅
槃
で
は
な
い
。
む
し
ろ
凡
夫
は
如
来
の
無
上
涅
槃
の
働
き
（
如
来
の
本
願
の
実
報
土
）
の
な
か
に
参
入
す
る
と
い
う
か

た
ち
で
、
大
涅
槃
を
証
る
の
で
あ
る
。「
入
」
と
い
う
関
わ
り
方
を
実
現
す
る
宗
教
心
を
信
心
と
い
う
。「
経
〔
の
〕
始
に
如
是
と
称
る
こ

と
は
、
信
〔
を
〕
彰
〔
し
て
〕
能
入
と
す
。」（「
信
文
類
三⑯
」）
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。「
入
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
涅

槃
界
と
の
関
わ
り
方
は
、
や
が
て
「
本
願
海
に
帰
入
す
」「
願
海
に
入
る
」
と
い
う
表
現
と
し
て
展
開
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
親
鸞
が
、「
能
入
」
に
さ
ら
に
「
速
入
」
の
二
字
を
加
え
た
理
由
は
な
に
か
。「
能
入
」
だ
け
で
、
信
心
に
よ
っ
て
涅
槃
の
世
界
で

あ
る
「
如
来
の
本
願
の
実
報
土
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
は
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
〈
い
つ
〉
入
る

の
か
と
い
う
「
時
」
の
問
題
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
涅
槃
の
世
界
に
い
つ
入
る
の
か
、
臨
終
の
と
き
な
の
か
、

信
心
を
獲
た
と
き
な
の
か
。「
速
入
」
は
、
信
心
に
よ
る
「
能
入
」
が
遠
い
未
来
の
出
来
事
で
は
な
く
、
信
心
を
「
た
ね
」
と
し
て
今
、

こ
こ
に
、
現
に
こ
の
よ
う
に
生
き
る
我わ

れ

に
実
現
す
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。「
速
」
と
「
入
」
と
い
う
内
実
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、「
不
断
煩
悩
」
の
凡
夫
の
ま
ま
の
「
得
涅
槃
」
が
明
晰
と
な
る
。
ま
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
「
三
選
の
文
」
の
冒
頭
に

「
計

お
も
ん
み
る
に

也
、
夫
れ
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば⑰
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
速
」
は
、
源
空
が
仏
道
を
選
び
と
る
と
き
の
根
本
命
題
で
あ
っ

た
。
親
鸞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
夫
速
欲
離
生
死
」
と
い
ふ
は
、
そ
れ
す
み
や
か
に
と
く
生
死
を
は
な
れ
む
と
お
も
へ
と
也
。（『
尊
号
真
像
銘
文⑱
』
広
本
）

「
速
と
く
す
み
や
か
に

」
　
は
す
み
や
か
に
と
い
ふ
、
と
き
こ
と
ゝ
い
ふ
な
り
。（『
一
念
多
念
文
意⑲
』『
浄
土
論
』「
能
令
速
満
足
」
の
「
速
」
に
対
す
る
解

釈
。）
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ら
な
か
っ
た
求
道
の
課
題
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
還
来
生
死
輪
転
之
家
」
と
は
、
三
有
以
上
の
関
心
に
出
会
い

な
が
ら
、
生
死
の
世
界
に
戻
り
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
仏
教
に
出
会
い
な
が
ら
そ
れ
を
成
就
す
る
こ
と
な
く
ふ
た
た
び
生
死

に
止
ま
り
続
け
る
と
い
う
悲
歎
が
押
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
親
鸞
は
、
源
空
の
「
当
知
生
死
之
家

以
疑
為
所
止
」
を
、
仏
教
者
以
外
の
人
々
へ
の
言
説
で
は
な
く
、
む
し
ろ
値
い
が
た
い
仏
教
の
伝
承
に
出
遇
い
、
そ
の
な
か
に
住
ま
い
な

が
ら
、
し
か
も
外
道
的
・
自
力
的
関
心
に
よ
っ
て
涅
槃
道
を
迷
失
し
て
い
る
私
た
ち
に
対
す
る
遺
誡
と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
は
な
い
か
。

「
速
入
」

　
源
空
は
「
当
知
…
中
略
…
涅
槃
城
以
信
心
為
能
入
」
と
教
示
し
た
。
こ
の
一
句
に
親
鸞
は
源
空
の
仏
道
の
独
自
の
業
績
を
見
出
し
、
こ

の
主
題
を
「
大
信
心
は
…
中
略
…
証
大
涅
槃
の
真
因
」「
涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
」「
斯
の
信
・
行
に
由
て
必
〔
ず
〕
大
涅
槃
を

超
証
す
可
き
が
故
に
真
仏
弟
子
と
曰
ふ
」「
念
仏
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
る
が
故
に
臨
終
一
念
の
夕
　
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」（
以
上
、

「
信
文
類
三⑬
」）
等
と
真
実
信
心
に
よ
る
証
大
涅
槃
の
道
と
し
て
展
開
継
承
し
た
。

　
こ
の
「
生
死
の
家
」
に
対
す
る
「
涅
槃
の
城
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
涅
槃
の
世
界
の
堅
固
さ
と
公
開
性
に
対
す
る
源
空
の
イ
メ
ー

ジ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
能
」
と
は
、
可
能
の
義
で
あ
り
、
能
動
性
を
あ
ら
わ
す
が
、
涅
槃
に
対
向
し
な
い
も
の
は
「
能
」
と
は

い
え
な
い⑭
。
そ
の
意
味
で
は
、
如
来
の
願
心
に
相
応
し
た
信
だ
け
が
本
当
に
涅
槃
に
対
向
す
る
能
動
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
以
信
為
能
入
」
と
い
ふ
は
、
真
実
信
心
を
え
た
る
人
の
、
如
来
の
本
願
の
実
報
土
に
よ
く
い
る
と
し
る
べ
し
と
の
た
ま
へ
る
み
こ

と
な
り
。
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文⑮
』
広
本
）
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「
入
」
と
は
、
い
か
に
も
無
上
涅
槃
と
い
う
如
来
の
境
界
と
凡
夫
の
宗
教
心
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
の
に
適
切
な
表
現
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
凡
夫
が
涅
槃
の
境
地
を
そ
の
ま
ま
迷
い
の
心
に
得
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
心
に
持
ち
込
め
る
よ
う
な
実

体
的
な
も
の
は
涅
槃
で
は
な
い
。
む
し
ろ
凡
夫
は
如
来
の
無
上
涅
槃
の
働
き
（
如
来
の
本
願
の
実
報
土
）
の
な
か
に
参
入
す
る
と
い
う
か

た
ち
で
、
大
涅
槃
を
証
る
の
で
あ
る
。「
入
」
と
い
う
関
わ
り
方
を
実
現
す
る
宗
教
心
を
信
心
と
い
う
。「
経
〔
の
〕
始
に
如
是
と
称
る
こ

と
は
、
信
〔
を
〕
彰
〔
し
て
〕
能
入
と
す
。」（「
信
文
類
三⑯
」）
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。「
入
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
涅

槃
界
と
の
関
わ
り
方
は
、
や
が
て
「
本
願
海
に
帰
入
す
」「
願
海
に
入
る
」
と
い
う
表
現
と
し
て
展
開
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
親
鸞
が
、「
能
入
」
に
さ
ら
に
「
速
入
」
の
二
字
を
加
え
た
理
由
は
な
に
か
。「
能
入
」
だ
け
で
、
信
心
に
よ
っ
て
涅
槃
の
世
界
で

あ
る
「
如
来
の
本
願
の
実
報
土
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
は
あ
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
〈
い
つ
〉
入
る

の
か
と
い
う
「
時
」
の
問
題
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
涅
槃
の
世
界
に
い
つ
入
る
の
か
、
臨
終
の
と
き
な
の
か
、

信
心
を
獲
た
と
き
な
の
か
。「
速
入
」
は
、
信
心
に
よ
る
「
能
入
」
が
遠
い
未
来
の
出
来
事
で
は
な
く
、
信
心
を
「
た
ね
」
と
し
て
今
、

こ
こ
に
、
現
に
こ
の
よ
う
に
生
き
る
我わ

れ

に
実
現
す
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。「
速
」
と
「
入
」
と
い
う
内
実
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、「
不
断
煩
悩
」
の
凡
夫
の
ま
ま
の
「
得
涅
槃
」
が
明
晰
と
な
る
。
ま
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
「
三
選
の
文
」
の
冒
頭
に

「
計

お
も
ん
み
る
に

也
、
夫
れ
速
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば⑰
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
速
」
は
、
源
空
が
仏
道
を
選
び
と
る
と
き
の
根
本
命
題
で
あ
っ

た
。
親
鸞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
夫
速
欲
離
生
死
」
と
い
ふ
は
、
そ
れ
す
み
や
か
に
と
く
生
死
を
は
な
れ
む
と
お
も
へ
と
也
。（『
尊
号
真
像
銘
文⑱
』
広
本
）

「
速
と
く
す
み
や
か
に

」
　
は
す
み
や
か
に
と
い
ふ
、
と
き
こ
と
ゝ
い
ふ
な
り
。（『
一
念
多
念
文
意⑲
』『
浄
土
論
』「
能
令
速
満
足
」
の
「
速
」
に
対
す
る
解

釈
。）
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『
教
行
信
証
』
な
ど
の
引
用
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
「
速
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た⑳
。「
速
入
」
の

「
速
」
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
の
他
力
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
凡
夫
は
如
来
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
は

た
ら
き
の
内
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
生
の
事
実
に
成
り
立
つ
仏
道
を
「
疾
」（
龍
樹
「
易
行
品
」）「
速
」（
世
親
『
浄
土
論
』）「
早
」

（
曇
鸞
『
論
註
』
下
巻
）
な
ど
と
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
親
鸞
が
、
も
と
も
と
「
能
入
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ず
、「
速
」
に
さ
ら
に
重
ね
て
「
入
」
の
文
字
を
加
え
た
意
味
深
さ
を
思
う
。
そ

れ
は
「
速
得
涅
槃
」
で
は
な
く
「
速
入
涅
槃
界
」
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
ま
た
源
空
は
、
浄
土
を
「
涅
槃
の
城
」
と
い
う
。
親
鸞

は
、
善
導
の
文
に
よ
っ
て
「
寂
静
無
為
涅
槃
の
楽
（
み
や
こ
）」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
「
城
」
や
「
楽
」
と
い
う
場
所
的
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、

信
心
の
人
が
涅
槃
界
の
な
か
に
住
ま
う
も
の
と
な
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
や
が
て
浄
土
（
仏
身
仏
土
）
に

生
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
を
「
入
願
海
」
と
し
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。「
入
」
と
は
、「
今
ま
特ひとり
に
…
中
略
…
選
択

の
願
海
に
転
入
せ
り
」「
爰
に
久
し
く
願
海
に
入
て㉑
」
な
ど
、
世
界
・
場
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
私
た
ち
の
関
わ
り
方
を
示
す
。
こ

の
「
入
」
と
い
う
意
義
を
厳
密
に
表
現
し
た
の
が
、
源
空
か
ら
相
続
し
た
遺
産
を
あ
ら
わ
す
「
正
信
偈
」
十
行
二
十
句
の
な
か
の
「
不
断

煩
悩
得
涅
槃
　
凡
聖
逆
謗
斉
回
入
　
如
衆
水
入
海
一
味㉒
」
で
あ
る
。

「
疑
」
を
「
疑
情
」
に
、「
信
」
を
「
信
心
」
に

　
次
に
「
以
疑
」
を
「
決○

以
疑
情○

」
に
、「
以
信
」
を
「
必○

以
信
心○

」
に
変
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
源
空
が

「
疑
」
と
示
し
た
内
容
を
、
厳
密
に
い
え
ば
「
疑
情
」
で
あ
る
と
い
う
。「
疑
」
は
、
根
本
の
六
煩
悩
「
貪
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
悪

見
」
の
一
つ
で
あ
り
「
仏
法
の
真
理
に
対
し
て
猶
予
不
決
定
の
意
」
で
あ
る
。
な
ぜ
「
疑
」
に
「
情
」
を
加
え
て
「
疑
情
」
と
し
た
の
か
。

そ
れ
は
、
単
な
る
知
的
な
レ
ベ
ル
で
の
疑
で
は
な
く
、
さ
ら
に
深
い
心
の
深
層
に
根
を
も
っ
て
い
る
暗
い
迷
情
（
無
明
）
に
関
わ
る
疑
で

あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
疑
と
し
て
の
情
が
如
来
の
は
た
ら
き
の
内
に
あ
る
と
い
う
真
実
を
覆
い
隠
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
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に
「
疑
情
」
は
、「
疑
網
」
と
も
「
疑
惑
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
た
だ
親
鸞
は
、「
疑
」
と
い
う
心
理
作
用
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で

は
な
い
。「
疑
問
を
至
す
」（「
信
文
類
序㉓
」）
と
い
う
表
現
も
あ
る
よ
う
に
「
疑
」
と
い
う
心
理
作
用
は
、「
己
証
と
い
う
営
み㉔
」
の
大
事
な

契
機
と
な
る
。
疑
い
が
問
い
と
な
れ
ば
、
方
法
的
懐
疑
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。「
疑
情
」
を
い
か
に
し
て
自
覚
化
し
て
「
疑

問
」
と
し
、「
真
心
」
の
縁
と
す
る
の
か
、
そ
こ
に
「
聞
思
」（「
教
行
証
文
類
序
」）
の
課
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
仏
道
に
と
っ
て
の
「
決
」

定
的
な
問
題
は
、「
疑
」
が
「
情
」
に
止
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
は
印
象
的
な
「
疑
情
」
の
用
例
が
い
く
つ
か
あ
る
が㉕
、
前
の
源
空
に
つ
い
て
の
和
讃
に
も
「
疑
情
の
さ
わ
り
に
し
く
ぞ
な
き
」

と
、
あ
る
よ
う
に
「
真
の
知
識
」
に
出
遇
う
と
い
う
事
実
を
賜
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
疑
情

と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
疑
情
」
と
は
、
如
来
の
は
た
ら
き
を
わ
が
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
罪
福
を
信
じ
る
心
に
取
り
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
根
差
す
人
間
の
生
感
情
に

成
り
立
つ
疑
で
あ
る
。「
疑
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
行
為
（
心
理
）
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
疑
い
が
な
い
」
と
い
う
の
は
存
在

（
真
理
）
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
疑
蓋
間
雑
有
〔
る
〕
こ
と
无
し
」（「
信
文
類
三
」）
と
も
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
「
疑
情
」
が
「
還
来
生
死
輪
転
之
家
」
の
因
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
仏
道
に
出
会
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

迷
い
の
世
界
に
退
転
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
問
題
に
な
る
の
は
、
普
通
の
心
理
的
な
疑
で
は
な
く
、「
大
願
業
力
の
不
思
議

を
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』
広
本
）
で
あ
り
、
仏
智
不
思
議
を
疑
う
存
在
論
的
な
疑
心
で
あ
る
。
や
が
て
親
鸞
は
こ
の
よ
う

に
疑
に
よ
っ
て
生
死
に
還
来
す
る
者
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
第
十
九
願
・
二
十
願
に
よ
っ
て
願
海
に
引
き
入
れ
る
た
め
の
方
便
化
土
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
「
以
信
」
に
「
必
」
と
「
心
」
と
を
加
え
た
変
更
の
意
趣
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の

「
以
信
為
能
入
」
の
「
信
」
を
「
真
実
信
心
」「
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
」

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
広
本
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
必
」
と
い
う
字
に
「
因
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る㉖
。
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『
教
行
信
証
』
な
ど
の
引
用
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
「
速
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た⑳
。「
速
入
」
の

「
速
」
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
の
他
力
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
凡
夫
は
如
来
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
は

た
ら
き
の
内
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
生
の
事
実
に
成
り
立
つ
仏
道
を
「
疾
」（
龍
樹
「
易
行
品
」）「
速
」（
世
親
『
浄
土
論
』）「
早
」

（
曇
鸞
『
論
註
』
下
巻
）
な
ど
と
表
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
親
鸞
が
、
も
と
も
と
「
能
入
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ず
、「
速
」
に
さ
ら
に
重
ね
て
「
入
」
の
文
字
を
加
え
た
意
味
深
さ
を
思
う
。
そ

れ
は
「
速
得
涅
槃
」
で
は
な
く
「
速
入
涅
槃
界
」
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
ま
た
源
空
は
、
浄
土
を
「
涅
槃
の
城
」
と
い
う
。
親
鸞

は
、
善
導
の
文
に
よ
っ
て
「
寂
静
無
為
涅
槃
の
楽
（
み
や
こ
）」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
「
城
」
や
「
楽
」
と
い
う
場
所
的
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、

信
心
の
人
が
涅
槃
界
の
な
か
に
住
ま
う
も
の
と
な
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
や
が
て
浄
土
（
仏
身
仏
土
）
に

生
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
を
「
入
願
海
」
と
し
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。「
入
」
と
は
、「
今
ま
特ひとり
に
…
中
略
…
選
択

の
願
海
に
転
入
せ
り
」「
爰
に
久
し
く
願
海
に
入
て㉑
」
な
ど
、
世
界
・
場
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
私
た
ち
の
関
わ
り
方
を
示
す
。
こ

の
「
入
」
と
い
う
意
義
を
厳
密
に
表
現
し
た
の
が
、
源
空
か
ら
相
続
し
た
遺
産
を
あ
ら
わ
す
「
正
信
偈
」
十
行
二
十
句
の
な
か
の
「
不
断

煩
悩
得
涅
槃
　
凡
聖
逆
謗
斉
回
入
　
如
衆
水
入
海
一
味㉒
」
で
あ
る
。

「
疑
」
を
「
疑
情
」
に
、「
信
」
を
「
信
心
」
に

　
次
に
「
以
疑
」
を
「
決○

以
疑
情○

」
に
、「
以
信
」
を
「
必○

以
信
心○

」
に
変
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
源
空
が

「
疑
」
と
示
し
た
内
容
を
、
厳
密
に
い
え
ば
「
疑
情
」
で
あ
る
と
い
う
。「
疑
」
は
、
根
本
の
六
煩
悩
「
貪
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
悪

見
」
の
一
つ
で
あ
り
「
仏
法
の
真
理
に
対
し
て
猶
予
不
決
定
の
意
」
で
あ
る
。
な
ぜ
「
疑
」
に
「
情
」
を
加
え
て
「
疑
情
」
と
し
た
の
か
。

そ
れ
は
、
単
な
る
知
的
な
レ
ベ
ル
で
の
疑
で
は
な
く
、
さ
ら
に
深
い
心
の
深
層
に
根
を
も
っ
て
い
る
暗
い
迷
情
（
無
明
）
に
関
わ
る
疑
で

あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
疑
と
し
て
の
情
が
如
来
の
は
た
ら
き
の
内
に
あ
る
と
い
う
真
実
を
覆
い
隠
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
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に
「
疑
情
」
は
、「
疑
網
」
と
も
「
疑
惑
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
た
だ
親
鸞
は
、「
疑
」
と
い
う
心
理
作
用
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で

は
な
い
。「
疑
問
を
至
す
」（「
信
文
類
序㉓
」）
と
い
う
表
現
も
あ
る
よ
う
に
「
疑
」
と
い
う
心
理
作
用
は
、「
己
証
と
い
う
営
み㉔
」
の
大
事
な

契
機
と
な
る
。
疑
い
が
問
い
と
な
れ
ば
、
方
法
的
懐
疑
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。「
疑
情
」
を
い
か
に
し
て
自
覚
化
し
て
「
疑

問
」
と
し
、「
真
心
」
の
縁
と
す
る
の
か
、
そ
こ
に
「
聞
思
」（「
教
行
証
文
類
序
」）
の
課
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
仏
道
に
と
っ
て
の
「
決
」

定
的
な
問
題
は
、「
疑
」
が
「
情
」
に
止
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
は
印
象
的
な
「
疑
情
」
の
用
例
が
い
く
つ
か
あ
る
が㉕
、
前
の
源
空
に
つ
い
て
の
和
讃
に
も
「
疑
情
の
さ
わ
り
に
し
く
ぞ
な
き
」

と
、
あ
る
よ
う
に
「
真
の
知
識
」
に
出
遇
う
と
い
う
事
実
を
賜
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
疑
情

と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
疑
情
」
と
は
、
如
来
の
は
た
ら
き
を
わ
が
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
罪
福
を
信
じ
る
心
に
取
り
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
根
差
す
人
間
の
生
感
情
に

成
り
立
つ
疑
で
あ
る
。「
疑
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
行
為
（
心
理
）
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
疑
い
が
な
い
」
と
い
う
の
は
存
在

（
真
理
）
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
疑
蓋
間
雑
有
〔
る
〕
こ
と
无
し
」（「
信
文
類
三
」）
と
も
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
「
疑
情
」
が
「
還
来
生
死
輪
転
之
家
」
の
因
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
は
、
仏
道
に
出
会
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

迷
い
の
世
界
に
退
転
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
問
題
に
な
る
の
は
、
普
通
の
心
理
的
な
疑
で
は
な
く
、「
大
願
業
力
の
不
思
議

を
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』
広
本
）
で
あ
り
、
仏
智
不
思
議
を
疑
う
存
在
論
的
な
疑
心
で
あ
る
。
や
が
て
親
鸞
は
こ
の
よ
う

に
疑
に
よ
っ
て
生
死
に
還
来
す
る
者
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
が
第
十
九
願
・
二
十
願
に
よ
っ
て
願
海
に
引
き
入
れ
る
た
め
の
方
便
化
土
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
「
以
信
」
に
「
必
」
と
「
心
」
と
を
加
え
た
変
更
の
意
趣
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の

「
以
信
為
能
入
」
の
「
信
」
を
「
真
実
信
心
」「
信
心
は
菩
提
の
た
ね
な
り
、
無
上
涅
槃
を
さ
と
る
た
ね
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
」

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
広
本
）
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
必
」
と
い
う
字
に
「
因
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る㉖
。
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こ
こ
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
心
章
の
「
当
知
」
の
文
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

故
に
今
二
種
の
信
心
を
建
立
し
て
、
九
品
の
往
生
を
決
定
す
る
者
也
（『
選
択
本
願
念
仏
集
』
原
漢
文㉗
）

　
信
心
を
建
立
し
て
往
生
を
決
定
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
源
空
は
、
九
品
と
い
う
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
す
る
衆
生
も
す
べ
て
平
等

に
往
生
さ
せ
る
信
心
を
、
善
導
の
伝
統
に
立
っ
て
二
種
深
信
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
信
心
を
や
が
て
親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
の

「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
の
三
信
と
し
て
「
建
立
」
す
る
。
す
で
に
源
空
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
と
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
信
と

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
た
。

今
此
の
経
﹇『
観
無
量
寿
経
』﹈
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
也
、
信
楽
と
は
深
心
な
り
、

欲
生
我
国
と
は
廻
向
発
願
心
也
。（『
漢
語
燈
録
』
巻
二㉘
）

　
親
鸞
は
こ
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
、「
信
文
類
三
」
に
お
い
て
「
真
実
信
心
」
を
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
信
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

三
心
章
に
准
ず
れ
ば
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
の
続
き
と
し
て
は
、「
故
に
今
三
信
を
建
立
し
て
難
思
議
往
生
を
決
定
す
る
者
也
」
を
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
信
」
を
「
信
心
」
に
変
更
し
た
の
は
、
や
は
り
涅
槃
の
城
に
入
る
信
が
、
心
所
（
心
理
）
の
レ
ベ

ル
で
は
な
く
、
信
に
よ
っ
て
実
現
す
る
心
（
主
体
）
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
疑
」
は
情

の
次
元
に
成
立
し
、「
信
」
は
心
の
次
元
に
成
立
す
る
。
心
が
安
立
で
き
な
け
れ
ば
、
情
に
よ
っ
て
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
心

が
安
立
す
れ
ば
、
情
は
そ
の
心
に
随
う
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
次
の
文
章
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。
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心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
情こ

こ
ろ

を
難
思
の
法
海
に
流
す
（『
浄
土
文
類
聚
鈔㉙
』）

　
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
は
、「
源
空
聖
人
云
」
の
遺
言
で
あ
る
信
と
疑
と
い
う
課
題
を
受
け
止
め
な
お
し
応
答
し
て
い
く
根
本
方
針
を
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
受
け
止
め
を
通
し
て
相
続
し
た
源
空
の
遺
産
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
道
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
私
た
ち
の
課
題
は
、
復
元
「
鏡
御
影
」
の
上
部
に
銘
記
さ
れ
る
「
正
信
偈
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
十
行
二
十
句
の
偈
文
へ
と
向
か

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
以
上
、
私
は
、
復
元
「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
善
導
教
学
（『
選
択
本
願
念
仏
集
』）
か
ら
世
親
・
曇
鸞
教
学
（『
教
行
信
証
』）

へ
と
シ
フ
ト
す
る
原
点
を
象
徴
す
る
御
影
と
し
て
復
元
「
鏡
御
影
」
を
想
定
し
、
そ
の
名
の
り
と
し
て
「
釈
親
鸞
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。「
源
空
聖
人
云
」
か
ら
「
釈
親
鸞
云
」
へ
の
展
開
と
世
親
・
曇
鸞
教
学
と
の
関
係
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、「
速
」「
信
心
」
は
、

ま
さ
し
く
世
親
・
曇
鸞
の
仏
道
に
お
け
る
鍵
概
念
で
あ
り
、「
還
来
」
も
曇
鸞
の
生
涯
（
仙
経
に
迷
っ
た
こ
と
）
と
教
学
（
不
如
実
修
行

な
ど
）
と
に
関
係
を
見
出
せ
る
と
思
う
。

お
わ
り
に

　
私
た
ち
は
浄
土
真
宗
と
い
う
歴
史
的
遺
産
を
贈
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
産
を
相
続
す
る
か
、
放
棄
す
る
か
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
決
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
遺
産
相
続
は
、
応
答
責
任
を
伴
う
。
遺
産
を
放
棄
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
重
責
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
遺
産
を
放
棄
す
る
と
き
私
た
ち
の
存
在
は
た
え
が
た
く
軽
い
も
の
と
な
ろ
う
。
私
た
ち
の
存
在
の
意
味
は
、
歴
史
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
生
き
て
死
ぬ
だ
け
の
個
我
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
遺
産
相
続
す
る
も
の
と
し
て
自
己
の
存
在
を
と
ら
え
る
と
き
、

私
た
ち
は
よ
り
広
大
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
責
任
主
体
と
し
て
の
自
己
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
「
釈
親
鸞
」
は
遺
産
相
続
人
と
し
て
指
名
さ
れ
た
名
で
あ
る
。「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
は
、
私
的
な
名
の
り
で
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こ
こ
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
三
心
章
の
「
当
知
」
の
文
は
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

故
に
今
二
種
の
信
心
を
建
立
し
て
、
九
品
の
往
生
を
決
定
す
る
者
也
（『
選
択
本
願
念
仏
集
』
原
漢
文㉗
）

　
信
心
を
建
立
し
て
往
生
を
決
定
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
源
空
は
、
九
品
と
い
う
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
す
る
衆
生
も
す
べ
て
平
等

に
往
生
さ
せ
る
信
心
を
、
善
導
の
伝
統
に
立
っ
て
二
種
深
信
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
信
心
を
や
が
て
親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
の

「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
の
三
信
と
し
て
「
建
立
」
す
る
。
す
で
に
源
空
は
、『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
と
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
信
と

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
た
。

今
此
の
経
﹇『
観
無
量
寿
経
』﹈
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
也
、
信
楽
と
は
深
心
な
り
、

欲
生
我
国
と
は
廻
向
発
願
心
也
。（『
漢
語
燈
録
』
巻
二㉘
）

　
親
鸞
は
こ
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
、「
信
文
類
三
」
に
お
い
て
「
真
実
信
心
」
を
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
信
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

三
心
章
に
准
ず
れ
ば
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
の
続
き
と
し
て
は
、「
故
に
今
三
信
を
建
立
し
て
難
思
議
往
生
を
決
定
す
る
者
也
」
を
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。「
信
」
を
「
信
心
」
に
変
更
し
た
の
は
、
や
は
り
涅
槃
の
城
に
入
る
信
が
、
心
所
（
心
理
）
の
レ
ベ

ル
で
は
な
く
、
信
に
よ
っ
て
実
現
す
る
心
（
主
体
）
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
疑
」
は
情

の
次
元
に
成
立
し
、「
信
」
は
心
の
次
元
に
成
立
す
る
。
心
が
安
立
で
き
な
け
れ
ば
、
情
に
よ
っ
て
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
心

が
安
立
す
れ
ば
、
情
は
そ
の
心
に
随
う
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
次
の
文
章
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。
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心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
情こ

こ
ろ

を
難
思
の
法
海
に
流
す
（『
浄
土
文
類
聚
鈔㉙
』）

　
「
釈
親
鸞
云
」
の
文
は
、「
源
空
聖
人
云
」
の
遺
言
で
あ
る
信
と
疑
と
い
う
課
題
を
受
け
止
め
な
お
し
応
答
し
て
い
く
根
本
方
針
を
示

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
受
け
止
め
を
通
し
て
相
続
し
た
源
空
の
遺
産
と
は
ど
の
よ
う
な
仏
道
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
私
た
ち
の
課
題
は
、
復
元
「
鏡
御
影
」
の
上
部
に
銘
記
さ
れ
る
「
正
信
偈
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
十
行
二
十
句
の
偈
文
へ
と
向
か

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
以
上
、
私
は
、
復
元
「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
善
導
教
学
（『
選
択
本
願
念
仏
集
』）
か
ら
世
親
・
曇
鸞
教
学
（『
教
行
信
証
』）

へ
と
シ
フ
ト
す
る
原
点
を
象
徴
す
る
御
影
と
し
て
復
元
「
鏡
御
影
」
を
想
定
し
、
そ
の
名
の
り
と
し
て
「
釈
親
鸞
」
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。「
源
空
聖
人
云
」
か
ら
「
釈
親
鸞
云
」
へ
の
展
開
と
世
親
・
曇
鸞
教
学
と
の
関
係
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、「
速
」「
信
心
」
は
、

ま
さ
し
く
世
親
・
曇
鸞
の
仏
道
に
お
け
る
鍵
概
念
で
あ
り
、「
還
来
」
も
曇
鸞
の
生
涯
（
仙
経
に
迷
っ
た
こ
と
）
と
教
学
（
不
如
実
修
行

な
ど
）
と
に
関
係
を
見
出
せ
る
と
思
う
。

お
わ
り
に

　
私
た
ち
は
浄
土
真
宗
と
い
う
歴
史
的
遺
産
を
贈
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
産
を
相
続
す
る
か
、
放
棄
す
る
か
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
決
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
遺
産
相
続
は
、
応
答
責
任
を
伴
う
。
遺
産
を
放
棄
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
重
責
か
ら
解
放
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
遺
産
を
放
棄
す
る
と
き
私
た
ち
の
存
在
は
た
え
が
た
く
軽
い
も
の
と
な
ろ
う
。
私
た
ち
の
存
在
の
意
味
は
、
歴
史
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
生
き
て
死
ぬ
だ
け
の
個
我
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
遺
産
相
続
す
る
も
の
と
し
て
自
己
の
存
在
を
と
ら
え
る
と
き
、

私
た
ち
は
よ
り
広
大
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
責
任
主
体
と
し
て
の
自
己
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
「
釈
親
鸞
」
は
遺
産
相
続
人
と
し
て
指
名
さ
れ
た
名
で
あ
る
。「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
は
、
私
的
な
名
の
り
で
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は
な
く
、
源
空
聖
人
の
遺
産
を
相
続
す
る
仏
弟
子
の
課
題
を
担
お
う
と
す
る
名
の
り
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
源
空
聖
人
を
「
オ
ホ
チ祖㉚」
と
す
る

精
神
的
共
同
体
に
帰
属
す
る
姓
の
名
の
り
は
「
愚
禿
」
で
あ
ろ
う
。）

　
遺
産
人
の
遺
言
に
従
っ
て
、
遺
産
相
続
を
遂
行
す
る
仏
道
の
遺
産
相
続
の
あ
り
方
は
「
伝
承
と
己
証
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
出
会
っ
た
伝
承
を
讃
嘆
す
る
言
説
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
を
己
証
す
る
た
め
の
言
説
に
支
え
ら
れ
て
み
ず
か
ら
の

歴
史
社
会
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
み
ず
か
ら
が
相
続
し
た
遺
産
を
十
行
二
十
句
の
「
正
信
偈
」
に
よ
っ
て
、
源
空
の
浄
土
宗
が

正
信
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
の
手
続
き
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

「
釈
親
鸞
」
は
生
涯
を
つ
く
し
て
遺
産
の
相
続
・
応
答
と
い
う
事
業
を
果
た
し
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
産
を
相
続
す
る
親
鸞
の

応
答
は
、「
信
・
疑
」
を
主
体
的
実
践
的
に
顕
ら
か
に
す
る
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
営
み
を
こ
そ
私
は
、「
己
証
」
と
名
づ
け
た
い
。
そ
の

営
み
が
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
の
も
と
に
、「
文
類
」
と
い
う
教
学
的
方
法
を
も
ち
い
て
、
徹
底
し
て
問
わ
れ
証
し
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
私
は
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
仏
弟
子
の
名
が
、
遺
産
相
続
人
と
し
て
源
空
聖
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
名
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ

し
て
、「
釈
親
鸞
」
は
、
そ
の
名
の
り
の
も
と
に
『
教
行
信
証
』
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
源
空
聖
人
」
の
遺
産
を
相
続
す
る
と
い

う
応
答
責
任
を
成
し
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
自
体
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い

「
遺
産
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

注①
　
深
励
に
「
凡
ソ
経
論
ノ
略
言
ニ
オ
イ
テ
文
字
ヲ
加
へ
解
ス
ル
ハ
釈
義
ノ
恒
ナ
リ
疑
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」（『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
服
宗
』『
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、

六
一
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

②
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
六
七
頁
。

③
　
『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
　
和
文
篇
』、
一
〇
九
頁
。

④
　
法
住
『
金
剛
録
』
下
、『
続
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、
二
頁
。
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⑤
　
法
住
『
金
剛
録
』
下
、『
続
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、
三
頁
。

⑥
　
「
行
文
類
二
」『
定
本
教
行
信
証
』
九
〇
〜
九
一
頁
、
原
漢
文
。

⑦
　
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃
篇
、
一
三
二
頁
。

⑧
　
法
住
『
金
剛
録
』
上
、『
続
真
宗
大
系
』
第
七
巻
、
一
九
頁
。

⑨
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
三
　
歴
代
部
』
四
〇
〇
頁
。

⑩ 

『
真
宗
全
書
』
第
三
十
九
巻
、
二
四
五
頁
。

⑪
　
『
定
本
教
行
信
証
』
二
六
九
頁
、
原
漢
文
。

⑫
　
「
化
身
土
文
類
六
」『
涅
槃
経
』『
定
本
教
行
信
証
』
三
〇
四
頁
、
原
漢
文
。『
聖
典
』
三
五
二
〜
三
五
三
頁
。

⑬
　
『
定
本
教
行
信
証
』
九
六
・
一
一
五
・
一
四
四
・
一
五
一
頁
、
原
漢
文
。

⑭
　
「
能
」「
此
獣
は
多
智
に
し
て
強
壮
な
る
故
に
賢
能
・
ヨ
ク
・
ア
タ
フ
等
の
義
に
用
ふ
。」（『
大
字
典
』
一
八
一
四
頁
）

⑮ 

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
三
・
和
文
篇
、
一
〇
九
頁
。

⑯
　
（「
信
文
類
三
」『
定
本
教
行
信
証
』
一
二
七
頁
、
原
漢
文
。
聖
典
二
三
二
頁
）「
能
入
」
と
い
う
表
現
は
も
と
「
仏
法
の
大
海
に
は
信
を
能
入
と
す
。

智
を
能
度
と
す
」（『
智
度
論
』
大
正
蔵
二
五
、
六
三
上
・『
論
註
』
引
用
）
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
お
け
る
信
に
よ
る
「
能
入
」
と
い
う
用
例

に
つ
い
て
は
、
本
文
に
引
用
し
た
も
の
以
外
に
も
「
三
経
の
大
綱
、
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え

に
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
。「
如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く
信
ず
る
相
な
り
」（「
化
身
土
文
類
六
」『
定
本
教
行
信
証
』
二
九
四
頁
）「
三
経

の
大
綱
、
隠
顕
あ
り
と
い
え
ど
も
、
一
心
を
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
」（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』『
定
本
親
鸞
聖
人

全
集
』
二
・
一
五
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

⑰
　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
三
選
總
結
の
文
、『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
九
〇
頁
。

⑱
　
『
尊
号
真
像
銘
文
』、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
文
篇
、
一
〇
七
頁
。

⑲
　
『
一
念
多
念
文
意
』、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
文
篇
、
一
四
七
頁
。

⑳
　
親
鸞
に
お
け
る
「
速
」
へ
の
関
心
を
示
す
引
用
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
論
』
の
「
観
仏
本
願
力
　
遇
無
空
過
者
　
能
令
速
満
足
　
功
徳
大
宝
海
」

「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
や
、「『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
に
言
わ
く
、
速
疾
に
超
え
て
、
す
な
わ
ち
安
楽
国
の
世
界
に
到
る
べ
し
。
無
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は
な
く
、
源
空
聖
人
の
遺
産
を
相
続
す
る
仏
弟
子
の
課
題
を
担
お
う
と
す
る
名
の
り
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
源
空
聖
人
を
「
オ
ホ
チ祖㉚」
と
す
る

精
神
的
共
同
体
に
帰
属
す
る
姓
の
名
の
り
は
「
愚
禿
」
で
あ
ろ
う
。）

　
遺
産
人
の
遺
言
に
従
っ
て
、
遺
産
相
続
を
遂
行
す
る
仏
道
の
遺
産
相
続
の
あ
り
方
は
「
伝
承
と
己
証
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
出
会
っ
た
伝
承
を
讃
嘆
す
る
言
説
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
を
己
証
す
る
た
め
の
言
説
に
支
え
ら
れ
て
み
ず
か
ら
の

歴
史
社
会
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
み
ず
か
ら
が
相
続
し
た
遺
産
を
十
行
二
十
句
の
「
正
信
偈
」
に
よ
っ
て
、
源
空
の
浄
土
宗
が

正
信
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
の
手
続
き
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

「
釈
親
鸞
」
は
生
涯
を
つ
く
し
て
遺
産
の
相
続
・
応
答
と
い
う
事
業
を
果
た
し
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
産
を
相
続
す
る
親
鸞
の

応
答
は
、「
信
・
疑
」
を
主
体
的
実
践
的
に
顕
ら
か
に
す
る
営
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
営
み
を
こ
そ
私
は
、「
己
証
」
と
名
づ
け
た
い
。
そ
の

営
み
が
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
の
も
と
に
、「
文
類
」
と
い
う
教
学
的
方
法
を
も
ち
い
て
、
徹
底
し
て
問
わ
れ
証
し
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
私
は
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
仏
弟
子
の
名
が
、
遺
産
相
続
人
と
し
て
源
空
聖
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
名
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ

し
て
、「
釈
親
鸞
」
は
、
そ
の
名
の
り
の
も
と
に
『
教
行
信
証
』
を
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
源
空
聖
人
」
の
遺
産
を
相
続
す
る
と
い

う
応
答
責
任
を
成
し
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
自
体
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い

「
遺
産
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

注①
　
深
励
に
「
凡
ソ
経
論
ノ
略
言
ニ
オ
イ
テ
文
字
ヲ
加
へ
解
ス
ル
ハ
釈
義
ノ
恒
ナ
リ
疑
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」（『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
服
宗
』『
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、

六
一
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

②
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
六
七
頁
。

③
　
『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
　
和
文
篇
』、
一
〇
九
頁
。

④
　
法
住
『
金
剛
録
』
下
、『
続
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、
二
頁
。
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⑤
　
法
住
『
金
剛
録
』
下
、『
続
真
宗
大
系
』
第
八
巻
、
三
頁
。

⑥
　
「
行
文
類
二
」『
定
本
教
行
信
証
』
九
〇
〜
九
一
頁
、
原
漢
文
。

⑦
　
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
讃
篇
、
一
三
二
頁
。

⑧
　
法
住
『
金
剛
録
』
上
、『
続
真
宗
大
系
』
第
七
巻
、
一
九
頁
。

⑨
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
三
　
歴
代
部
』
四
〇
〇
頁
。

⑩ 

『
真
宗
全
書
』
第
三
十
九
巻
、
二
四
五
頁
。

⑪
　
『
定
本
教
行
信
証
』
二
六
九
頁
、
原
漢
文
。

⑫
　
「
化
身
土
文
類
六
」『
涅
槃
経
』『
定
本
教
行
信
証
』
三
〇
四
頁
、
原
漢
文
。『
聖
典
』
三
五
二
〜
三
五
三
頁
。

⑬
　
『
定
本
教
行
信
証
』
九
六
・
一
一
五
・
一
四
四
・
一
五
一
頁
、
原
漢
文
。

⑭
　
「
能
」「
此
獣
は
多
智
に
し
て
強
壮
な
る
故
に
賢
能
・
ヨ
ク
・
ア
タ
フ
等
の
義
に
用
ふ
。」（『
大
字
典
』
一
八
一
四
頁
）

⑮ 

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
三
・
和
文
篇
、
一
〇
九
頁
。

⑯
　
（「
信
文
類
三
」『
定
本
教
行
信
証
』
一
二
七
頁
、
原
漢
文
。
聖
典
二
三
二
頁
）「
能
入
」
と
い
う
表
現
は
も
と
「
仏
法
の
大
海
に
は
信
を
能
入
と
す
。

智
を
能
度
と
す
」（『
智
度
論
』
大
正
蔵
二
五
、
六
三
上
・『
論
註
』
引
用
）
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
お
け
る
信
に
よ
る
「
能
入
」
と
い
う
用
例

に
つ
い
て
は
、
本
文
に
引
用
し
た
も
の
以
外
に
も
「
三
経
の
大
綱
、
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
信
心
を
彰
し
て
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え

に
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
。「
如
是
」
の
義
は
す
な
わ
ち
善
く
信
ず
る
相
な
り
」（「
化
身
土
文
類
六
」『
定
本
教
行
信
証
』
二
九
四
頁
）「
三
経

の
大
綱
、
隠
顕
あ
り
と
い
え
ど
も
、
一
心
を
能
入
と
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
」（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』『
定
本
親
鸞
聖
人

全
集
』
二
・
一
五
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

⑰
　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
三
選
總
結
の
文
、『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
九
〇
頁
。

⑱
　
『
尊
号
真
像
銘
文
』、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
文
篇
、
一
〇
七
頁
。

⑲
　
『
一
念
多
念
文
意
』、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
和
文
篇
、
一
四
七
頁
。

⑳
　
親
鸞
に
お
け
る
「
速
」
へ
の
関
心
を
示
す
引
用
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
論
』
の
「
観
仏
本
願
力
　
遇
無
空
過
者
　
能
令
速
満
足
　
功
徳
大
宝
海
」

「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
や
、「『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
に
言
わ
く
、
速
疾
に
超
え
て
、
す
な
わ
ち
安
楽
国
の
世
界
に
到
る
べ
し
。
無
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量
光
明
土
に
至
り
て
、
無
数
の
仏
を
供
養
す
、
と
。
已
上
」（
真
仏
土
文
類
五
）「
速
疾
に
超
え
て
す
な
わ
ち
、
安
楽
国
の
世
界
に
到
る
べ
し
。
無
量

光
明
土
に
至
り
て
、
無
数
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
れ
」
と
。
文
」（『
愚
禿
鈔
』
上
）、「
し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か

び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳

に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
、
と
」（「
行
文
類
二
」）「
常
没
の
凡
夫
人
、
願
力
の
回
向
に
縁
っ
て
真
実
の
功
徳
を
聞
き
、
無
上
信
心
を
獲
。
す
な
わ
ち

大
慶
喜
を
得
、
不
退
転
地
を
獲
。
煩
悩
を
断
ぜ
し
め
ず
し
て
、
速
や
か
に
大
涅
槃
を
証
す
と
な
り
」（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』）「『
華
厳
経
』（
入
法
界

品
・
晋
訳
）
に
言
わ
く
、
こ
の
法
を
聞
き
て
、
信
心
を
歓
喜
し
て
疑
い
な
き
者
は
、
速
や
か
に
無
成
道
を
成
ら
ん
、
も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
等
し
、
と

な
り
。」（「
信
文
類
三
」）

㉑
　
『
定
本
教
行
信
証
』
三
〇
九
頁
、
原
漢
文
。

㉒
　
『
定
本
教
行
信
証
』
八
六
頁
。

㉓
　
『
定
本
教
行
信
証
』
九
五
頁
。

㉔
　
「
己
証
と
い
う
営
み
」
に
つ
い
て
は
、「
伝
承
と
己
証
│
な
ぜ
『
教
行
信
証
』
に
は
二
つ
の
序
が
あ
る
の
か
」（『
親
鸞
像
の
再
構
築
』
所
収
予
定
）

を
参
照
。

㉕
　
他
に
は
「
願
作
仏
心
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
横
の
大
菩
提
心
な
り
。
こ
れ
を
「
横
超
の
金
剛
心
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
横
竪
の
菩
提
心
、
そ
の
言
一

つ
に
し
て
そ
の
心
異
な
り
と
い
え
ど
も
、
入
真
を
正
要
と
す
、
真
心
を
根
本
と
す
、
邪
雑
を
錯
と
す
、
疑
情
を
失
と
す
る
な
り
。
欣
求
浄
刹
の
道
俗
、

深
く
信
不
具
足
の
金
言
を
了
知
し
、
永
く
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離
る
べ
き
な
り
」（「
信
文
類
三
」『
定
本
教
行
信
証
』
一
三
三
頁
。
原
漢
文
）
が
あ
る
。

㉖
　
「
必
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、
か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
さ
だ
ま
り
ぬ
と
い
う
こ
ゝ
ろ
也
、
ま
た
自
然
と
い
う
こ
ゝ
ろ
な
り
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本

親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
七
七
頁
。）「『
必
』
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、『
得
』
は
え
し
む
と
い
ふ
。『
往
生
』
と
い
ふ
は
浄
土
に
む
ま
る
と
い
ふ
也
。

か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
自
然
に
往
生
を
え
し
む
と
也
、
自
然
と
い
ふ
は
は
じ
め
て
は
か
ら
わ
ざ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人

全
集
』
和
文
篇
、
九
三
〜
九
四
頁
。）「「
必
」
の
言
は
、
審
﹇
つ
は
ひ
ら
か
也
﹈
也
、
然
〔
し
か
ら
し
む
る
〕
也
、
分
極
〔
あ
き
ら
か
也
〕
也
、
金
剛

心
成
就
の
貌
也
」（「
行
文
類
二
」『
定
本
教
行
信
証
』
四
九
頁
。
原
漢
文
。）

㉗
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
六
七
頁
、
原
漢
文
。

㉘
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
四
　
拾
遺
部
上
』
三
五
二
頁
、
原
漢
文
。
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㉙
　
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
漢
文
篇
、
一
三
九
頁
、
原
漢
文
。

㉚
　
『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
〇
頁
。

＊
前
号
五
頁
に
掲
載
し
た
図
版
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
「
鏡
御
影
」（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
所
蔵
）
で
あ
る
。
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量
光
明
土
に
至
り
て
、
無
数
の
仏
を
供
養
す
、
と
。
已
上
」（
真
仏
土
文
類
五
）「
速
疾
に
超
え
て
す
な
わ
ち
、
安
楽
国
の
世
界
に
到
る
べ
し
。
無
量

光
明
土
に
至
り
て
、
無
数
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
れ
」
と
。
文
」（『
愚
禿
鈔
』
上
）、「
し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か

び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳

に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
、
と
」（「
行
文
類
二
」）「
常
没
の
凡
夫
人
、
願
力
の
回
向
に
縁
っ
て
真
実
の
功
徳
を
聞
き
、
無
上
信
心
を
獲
。
す
な
わ
ち

大
慶
喜
を
得
、
不
退
転
地
を
獲
。
煩
悩
を
断
ぜ
し
め
ず
し
て
、
速
や
か
に
大
涅
槃
を
証
す
と
な
り
」（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』）「『
華
厳
経
』（
入
法
界

品
・
晋
訳
）
に
言
わ
く
、
こ
の
法
を
聞
き
て
、
信
心
を
歓
喜
し
て
疑
い
な
き
者
は
、
速
や
か
に
無
成
道
を
成
ら
ん
、
も
ろ
も
ろ
の
如
来
と
等
し
、
と

な
り
。」（「
信
文
類
三
」）

㉑
　
『
定
本
教
行
信
証
』
三
〇
九
頁
、
原
漢
文
。

㉒
　
『
定
本
教
行
信
証
』
八
六
頁
。

㉓
　
『
定
本
教
行
信
証
』
九
五
頁
。

㉔
　
「
己
証
と
い
う
営
み
」
に
つ
い
て
は
、「
伝
承
と
己
証
│
な
ぜ
『
教
行
信
証
』
に
は
二
つ
の
序
が
あ
る
の
か
」（『
親
鸞
像
の
再
構
築
』
所
収
予
定
）

を
参
照
。

㉕
　
他
に
は
「
願
作
仏
心
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
横
の
大
菩
提
心
な
り
。
こ
れ
を
「
横
超
の
金
剛
心
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
横
竪
の
菩
提
心
、
そ
の
言
一

つ
に
し
て
そ
の
心
異
な
り
と
い
え
ど
も
、
入
真
を
正
要
と
す
、
真
心
を
根
本
と
す
、
邪
雑
を
錯
と
す
、
疑
情
を
失
と
す
る
な
り
。
欣
求
浄
刹
の
道
俗
、

深
く
信
不
具
足
の
金
言
を
了
知
し
、
永
く
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離
る
べ
き
な
り
」（「
信
文
類
三
」『
定
本
教
行
信
証
』
一
三
三
頁
。
原
漢
文
）
が
あ
る
。

㉖
　
「
必
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、
か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
さ
だ
ま
り
ぬ
と
い
う
こ
ゝ
ろ
也
、
ま
た
自
然
と
い
う
こ
ゝ
ろ
な
り
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本

親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
七
七
頁
。）「『
必
』
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、『
得
』
は
え
し
む
と
い
ふ
。『
往
生
』
と
い
ふ
は
浄
土
に
む
ま
る
と
い
ふ
也
。

か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
自
然
に
往
生
を
え
し
む
と
也
、
自
然
と
い
ふ
は
は
じ
め
て
は
か
ら
わ
ざ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人

全
集
』
和
文
篇
、
九
三
〜
九
四
頁
。）「「
必
」
の
言
は
、
審
﹇
つ
は
ひ
ら
か
也
﹈
也
、
然
〔
し
か
ら
し
む
る
〕
也
、
分
極
〔
あ
き
ら
か
也
〕
也
、
金
剛

心
成
就
の
貌
也
」（「
行
文
類
二
」『
定
本
教
行
信
証
』
四
九
頁
。
原
漢
文
。）

㉗
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
一
　
三
経
七
祖
部
』
九
六
七
頁
、
原
漢
文
。

㉘
　
『
真
宗
聖
教
全
書
　
四
　
拾
遺
部
上
』
三
五
二
頁
、
原
漢
文
。
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㉙
　
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
二
・
漢
文
篇
、
一
三
九
頁
、
原
漢
文
。

㉚
　
『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
〇
頁
。

＊
前
号
五
頁
に
掲
載
し
た
図
版
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
「
鏡
御
影
」（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
所
蔵
）
で
あ
る
。


