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て
は
改
め
て
い
な
い
と
い
う
記
し
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
後
序
」
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

「
釈
」
と
は
単
に
仏
弟
子
の
通
称
と
し
て
の
「
釈
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
浄
土
の
真
宗
」
と
親
鸞
が
言
い
切
る
仏
教
、
つ
ま
り
法

然
に
よ
っ
て
独
立
さ
れ
た
浄
土
宗
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
内
実
が
明
確
に
な
る
仏
弟
子
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
改
め
た

「
名
の
字
」
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
実
り
あ
る
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
確
認
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　
親
鸞
の
「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
」
と
い
う
課
題
は
「
愚
禿
釈
」
と
い
う
名
乗
り
の
も
と
に
は
た
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
の
課
題
が

法
然
の
浄
土
宗
の
根
源
を
開
顕
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
人
間
の
上
に
具
体
化
す
る
こ
と
の
内
実
を
開
顕
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
先
ほ
ど

申
し
上
げ
た
通
り
で
す
が
、
改
め
て
「
愚
禿
釈
」
と
い
う
名
乗
り
か
ら
「
後
序
」
の
全
体
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
半
の
叙
述
は
、
浄
土

宗
と
い
う
仏
道
、「
浄
土
の
真
宗
」
と
い
う
仏
道
が
、「
禿
の
字
を
姓
と
す
」
る
、
す
な
わ
ち
「
愚
禿
」
を
「
姓
」
と
す
る
こ
と
を
人
間
に

必
然
す
る
仏
道
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
こ
の
こ
と
の
確
認
に
集
約
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
後
序
」
の
後
半
は
、

そ
の
仏
道
に
生
き
る
あ
り
方
、
真
の
仏
道
を
歩
む
仏
弟
子
の
あ
り
方
が
「
釈
」
と
い
う
一
字
に
集
約
さ
れ
確
認
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
い
う

視
点
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
が
「
後
序
」
で
流
通
し
よ
う
と
す
る
第
一
の
こ
と
を
そ
こ
に
見
据
え
、
こ
れ
ら
の
見
通
し
が
ど

こ
ま
で
十
分
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
学
会
大
会
と
い
う
こ
と
で
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
問
題
の
整
理
と
い
い
な
が
ら
、
非
常
に
大
雑
把
な

話
と
な
り
、
ま
こ
と
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
以
上
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
七
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
編
集
部
）
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失
礼
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
善
と
申
し
ま
す
。
も
う
二
十
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
が
、
佛
教
大
学
の

大
学
院
で
修
士
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
法
然
の
弟
子
方
の
こ
と
を
研
究
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
隆
寛
、
弁
長
、
幸
西
、
証
空
、
親
鸞

な
ど
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
一
念
義
を
立
て
た
成
覚
房
幸
西
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
展
開
や
歴
史
的
意
義
が
あ
る
の
か
を
研

究
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
一
念
義
は
浄
土
宗
で
は
あ
ま
り
良
く
言
い
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
か
そ
う
い
う
も
の
に
関
心
を
持
ち
ま
し
た
。
幸

西
の
書
物
は
現
在
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
唯
一
、
こ
の
大
谷
大
学
に
『
玄
義
分
抄
』
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
幸
西
の
思
想

的
書
物
は
こ
れ
一
点
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
最
初
は
活
字
本
で
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
周
囲
の
先
生
か
ら
、
現
物
を
見
て
活
字
本
と
の

チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
と
い
う
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
大
谷
大
学
の
図
書
館
で
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
修
士
一
回

生
の
時
で
す
。
こ
れ
が
学
外
に
調
査
に
出
か
け
た
最
初
で
、
そ
の
時
の
複
写
は
製
本
し
て
今
で
も
大
事
に
持
っ
て
い
ま
す
。

　
三
月
ま
で
佛
教
大
学
に
奉
職
し
て
い
ま
し
た
が
、
仏
教
文
化
専
攻
に
所
属
し
、
中
世
の
比
叡
山
の
状
況
や
天
台
思
想
の
展
開
、
あ
る
い

は
広
く
日
本
仏
教
の
歴
史
に
関
わ
る
授
業
を
主
に
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
浄
土
学
の
授
業
も
少
し
持
ち
ま
し
た
が
、
天
台
宗
の
こ
と
が
中

心
で
し
た
。
法
然
門
下
を
勉
強
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
平
行
し
て
天
台
宗
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
く
│
。
こ
れ
は
大
学
院
の
頃
か
ら
考
え
て

長
楽
寺
隆
寛
の
足
跡

│
│
青
蓮
院
門
徒
か
ら
法
然
門
弟
へ
│
│

善
　
　
　
　
裕
　
　
　
昭
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い
た
こ
と
で
、
法
然
や
弟
子
た
ち
は
天
台
僧
と
し
て
出
発
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
天
台
宗
の
歴
史
的
・
思
想
的

状
況
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
天
台
の
勉
強
と
な
る
と
暗
中
模
索
ば
か

り
で
、
今
で
も
そ
う
い
う
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
天
台
本
覚
論
と
言
わ
れ
る
そ
の
奥
深
い
思
想
性
、
延
暦
寺
や
門
跡
の
巨
大
な
寺
院
組

織
、
そ
し
て
社
会
へ
の
広
範
な
影
響
力
│
。
こ
う
し
た
こ
と
を
前
に
し
て
、
ど
こ
に
標
準
を
定
め
て
よ
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

と
り
あ
え
ず
隆
寛
や
証
空
の
事
績
が
ひ
ろ
え
る
『
門
葉
記
』
や
『
天
台
座
主
記
』
な
ど
に
目
を
通
し
て
い
き
ま
し
た
。『
門
葉
記
』
に
は

歴
代
の
青
蓮
院
門
主
が
行
っ
た
祈
祷
の
記
録
が
ず
ら
っ
と
並
び
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
浄
土
教
の
知
識
で
は
読
み
解
け
ず
、
密
教
辞
典
な

ど
を
頼
り
と
し
ま
し
た
が
、
結
局
は
読
解
の
量
を
こ
な
し
自
分
で
知
識
を
習
得
し
て
い
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
歴
代
の
門
主
や
、

そ
の
も
と
で
台
密
修
法
を
補
助
す
る
門
徒
た
ち
の
名
前
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
門
主
な
ら
無
動
寺
僧
正
、
大
原
宮
、
十
楽
院
准
后
、

北
山
僧
正
、
青
龍
院
宮
、
大
乗
院
宮
な
ど
と
出
て
き
ま
す
が
、
最
初
は
そ
れ
が
ど
の
門
主
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
史
料
を
探
究
す
る
中
で
、
法
然
や
門
弟
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
の
状
況
が
、
私
な
り
に
少
し
は
見
え
て
く
る
の
を
感
じ
ま

し
た
。

　
今
日
、
お
話
し
す
る
隆
寛
律
師
は
、
延
暦
寺
の
学
僧
と
し
て
天
台
顕
教
を
中
心
に
研
鑚
し
、
や
が
て
法
然
と
の
出
遇
い
か
ら
浄
土
宗
の

ほ
う
へ
ぐ
っ
と
入
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
浄
土
宗
に
転
向
し
て
以
降
の
書
物
を
中
心
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、
比
叡
山
時
代
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
従

来
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
い
く
つ
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
十
年
ほ
ど
前
に
短
い
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（「
隆
寛
の
思
想

形
成
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
八
巻
二
号
）。
こ
の
た
び
、
大
谷
大
学
の
真
宗
学
会
で
お
話
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
そ
の
時
の
研
究
を
も

と
に
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
ご
意
見
、
ご
批
判
を
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た

い
と
存
じ
ま
す
。
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一
　
比
叡
山
時
代
の
隆
寛

（
ａ
）
天
台
顕
教
の
学
習

　
お
手
も
と
の
資
料
に
即
し
て
話
し
て
ま
い
り
ま
す
。
浄
土
宗
と
寺
院
勢
力
の
間
に
は
し
ば
し
ば
軋
轢
を
生
じ
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
、

浄
土
宗
に
接
近
す
る
天
台
学
匠
も
い
ま
し
た
。
大
原
談
義
を
開
催
し
た
顕
真
、
唱
導
に
卓
越
し
た
安
居
院
聖
覚
、
毘
沙
門
堂
を
住
房
と
し

た
明
禅
な
ど
、
い
ず
れ
も
天
台
顕
教
の
明
匠
で
あ
り
浄
土
宗
と
親
近
し
て
い
ま
す
。
た
だ
受
容
は
一
時
的
あ
る
い
は
天
台
浄
土
教
の
範
囲

に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
隆
寛
も
天
台
顕
教
を
出
発
点
と
し
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
へ
の
傾
倒
は
深
く
本
格
的
で
す
。
ご
承
知
の
よ

う
に
、
昭
和
時
代
の
初
め
に
金
沢
文
庫
か
ら
隆
寛
の
文
献
が
発
見
さ
れ
、
思
想
面
で
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
比
叡

山
時
代
に
三
講
に
出
仕
し
た
こ
と
や
、
天
台
の
懺
法
儀
礼
を
実
践
し
た
こ
と
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
比
叡
山

の
環
境
か
ら
何
を
契
機
に
、
ど
の
よ
う
に
思
想
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
他
力
へ
と
向
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
有
り
様
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
、
隆
寛
研
究
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
比
叡
山
時
代
の
状
況
を
ど
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
し
得

る
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。

　
隆
寛
は
天
台
宗
の
杉
生
流
（
椙
生
流
）
に
所
属
し
て
、
こ
こ
で
皇
円
、
範
源
と
い
う
二
人
の
学
匠
に
師
事
し
て
い
ま
す
。
杉
生
流
は
天

台
顕
教
の
有
力
な
流
派
で
、
鎌
倉
中
期
に
は
俊
範
や
静
明
と
い
う
名
匠
を
出
し
て
い
ま
す
。
中
世
の
天
台
宗
は
本
覚
思
想
だ
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
。
本
覚
思
想
の
研
究
は
、
島
地
大
等
氏
や
硲
慈
弘
氏
に
よ
っ
て
研
究
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
田
村
芳
朗
氏
や
現
在
の
末
木
文
美
士

氏
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
本
覚
思
想
と
は
主
に
こ
の
天
台
顕
教
の
分
野
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
思
想
と
さ
れ
、
そ
の
天
台

顕
教
の
有
力
な
流
派
が
杉
生
流
で
す
。
皇
覚
に
始
ま
る
流
派
で
す
が
、
そ
の
弟
子
が
範
源
と
皇
円
で
す
。
隆
寛
は
最
初
、
皇
円
の
弟
子
と

な
り
ま
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
法
然
も
こ
の
皇
円
の
弟
子
で
し
た
。
そ
こ
で
法
然
と
隆
寛
は
こ
の
段
階
か
ら
知
り
合
い
な
の
か
と
考
え

て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
両
人
に
は
十
五
年
の
年
齢
差
が
あ
り
、
法
然
は
十
五
歳
の
時
に
杉
生
流
に
所
属
し
て
三
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い
た
こ
と
で
、
法
然
や
弟
子
た
ち
は
天
台
僧
と
し
て
出
発
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
天
台
宗
の
歴
史
的
・
思
想
的

状
況
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
早
く
か
ら
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
天
台
の
勉
強
と
な
る
と
暗
中
模
索
ば
か

り
で
、
今
で
も
そ
う
い
う
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
天
台
本
覚
論
と
言
わ
れ
る
そ
の
奥
深
い
思
想
性
、
延
暦
寺
や
門
跡
の
巨
大
な
寺
院
組

織
、
そ
し
て
社
会
へ
の
広
範
な
影
響
力
│
。
こ
う
し
た
こ
と
を
前
に
し
て
、
ど
こ
に
標
準
を
定
め
て
よ
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

と
り
あ
え
ず
隆
寛
や
証
空
の
事
績
が
ひ
ろ
え
る
『
門
葉
記
』
や
『
天
台
座
主
記
』
な
ど
に
目
を
通
し
て
い
き
ま
し
た
。『
門
葉
記
』
に
は

歴
代
の
青
蓮
院
門
主
が
行
っ
た
祈
祷
の
記
録
が
ず
ら
っ
と
並
び
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
浄
土
教
の
知
識
で
は
読
み
解
け
ず
、
密
教
辞
典
な

ど
を
頼
り
と
し
ま
し
た
が
、
結
局
は
読
解
の
量
を
こ
な
し
自
分
で
知
識
を
習
得
し
て
い
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
歴
代
の
門
主
や
、

そ
の
も
と
で
台
密
修
法
を
補
助
す
る
門
徒
た
ち
の
名
前
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
門
主
な
ら
無
動
寺
僧
正
、
大
原
宮
、
十
楽
院
准
后
、

北
山
僧
正
、
青
龍
院
宮
、
大
乗
院
宮
な
ど
と
出
て
き
ま
す
が
、
最
初
は
そ
れ
が
ど
の
門
主
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
史
料
を
探
究
す
る
中
で
、
法
然
や
門
弟
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
の
状
況
が
、
私
な
り
に
少
し
は
見
え
て
く
る
の
を
感
じ
ま

し
た
。

　
今
日
、
お
話
し
す
る
隆
寛
律
師
は
、
延
暦
寺
の
学
僧
と
し
て
天
台
顕
教
を
中
心
に
研
鑚
し
、
や
が
て
法
然
と
の
出
遇
い
か
ら
浄
土
宗
の

ほ
う
へ
ぐ
っ
と
入
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
浄
土
宗
に
転
向
し
て
以
降
の
書
物
を
中
心
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、
比
叡
山
時
代
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
従

来
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
い
く
つ
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
十
年
ほ
ど
前
に
短
い
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（「
隆
寛
の
思
想

形
成
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
八
巻
二
号
）。
こ
の
た
び
、
大
谷
大
学
の
真
宗
学
会
で
お
話
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
そ
の
時
の
研
究
を
も

と
に
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
ご
意
見
、
ご
批
判
を
い
た
だ
け
た
ら
あ
り
が
た

い
と
存
じ
ま
す
。
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一
　
比
叡
山
時
代
の
隆
寛

（
ａ
）
天
台
顕
教
の
学
習

　
お
手
も
と
の
資
料
に
即
し
て
話
し
て
ま
い
り
ま
す
。
浄
土
宗
と
寺
院
勢
力
の
間
に
は
し
ば
し
ば
軋
轢
を
生
じ
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
、

浄
土
宗
に
接
近
す
る
天
台
学
匠
も
い
ま
し
た
。
大
原
談
義
を
開
催
し
た
顕
真
、
唱
導
に
卓
越
し
た
安
居
院
聖
覚
、
毘
沙
門
堂
を
住
房
と
し

た
明
禅
な
ど
、
い
ず
れ
も
天
台
顕
教
の
明
匠
で
あ
り
浄
土
宗
と
親
近
し
て
い
ま
す
。
た
だ
受
容
は
一
時
的
あ
る
い
は
天
台
浄
土
教
の
範
囲

に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
隆
寛
も
天
台
顕
教
を
出
発
点
と
し
ま
し
た
が
、
浄
土
宗
へ
の
傾
倒
は
深
く
本
格
的
で
す
。
ご
承
知
の
よ

う
に
、
昭
和
時
代
の
初
め
に
金
沢
文
庫
か
ら
隆
寛
の
文
献
が
発
見
さ
れ
、
思
想
面
で
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
比
叡

山
時
代
に
三
講
に
出
仕
し
た
こ
と
や
、
天
台
の
懺
法
儀
礼
を
実
践
し
た
こ
と
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
比
叡
山

の
環
境
か
ら
何
を
契
機
に
、
ど
の
よ
う
に
思
想
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
他
力
へ
と
向
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
有
り
様
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
、
隆
寛
研
究
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
比
叡
山
時
代
の
状
況
を
ど
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
し
得

る
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。

　
隆
寛
は
天
台
宗
の
杉
生
流
（
椙
生
流
）
に
所
属
し
て
、
こ
こ
で
皇
円
、
範
源
と
い
う
二
人
の
学
匠
に
師
事
し
て
い
ま
す
。
杉
生
流
は
天

台
顕
教
の
有
力
な
流
派
で
、
鎌
倉
中
期
に
は
俊
範
や
静
明
と
い
う
名
匠
を
出
し
て
い
ま
す
。
中
世
の
天
台
宗
は
本
覚
思
想
だ
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
。
本
覚
思
想
の
研
究
は
、
島
地
大
等
氏
や
硲
慈
弘
氏
に
よ
っ
て
研
究
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
田
村
芳
朗
氏
や
現
在
の
末
木
文
美
士

氏
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
本
覚
思
想
と
は
主
に
こ
の
天
台
顕
教
の
分
野
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
思
想
と
さ
れ
、
そ
の
天
台

顕
教
の
有
力
な
流
派
が
杉
生
流
で
す
。
皇
覚
に
始
ま
る
流
派
で
す
が
、
そ
の
弟
子
が
範
源
と
皇
円
で
す
。
隆
寛
は
最
初
、
皇
円
の
弟
子
と

な
り
ま
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
法
然
も
こ
の
皇
円
の
弟
子
で
し
た
。
そ
こ
で
法
然
と
隆
寛
は
こ
の
段
階
か
ら
知
り
合
い
な
の
か
と
考
え

て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
両
人
に
は
十
五
年
の
年
齢
差
が
あ
り
、
法
然
は
十
五
歳
の
時
に
杉
生
流
に
所
属
し
て
三
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年
間
こ
こ
で
過
ご
し
ま
す
の
で
、
隆
寛
が
生
ま
れ
て
間
も
な
い
頃
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
両
者
に
面
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
ず
範
源
で
す
が
、
こ
の
方
は
九
条
兼
実
や
慈
円
と
関
係
が
深
か
っ
た
よ
う
で
、『
玉
葉
』
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
ま
す
。
兼
実
の

恒
例
舎
利
講
で
論
義
を
行
い
、
ま
た
占
い
の
能
力
が
あ
り
兼
実
は
二
人
の
息
子
の
人
相
を
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
範
源
は
二
人
を
見
て

大
変
よ
い
相
が
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
関
係
が
慈
円
と
隆
寛
の
関
係
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
の
師
匠
皇
円
で
す
が
、
隆
寛
の
叔
父
に
当
り
ま
す
。
ま
た
、
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
法
然
の
師
匠
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
意
外
に
も
法
然
伝
以
外
で
事
績
を
伝
え
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
杉
生
流
に
所
属
し
て
い
ま
す
か

ら
、
朝
廷
や
貴
族
の
邸
宅
で
の
法
華
八
講
な
ど
に
少
し
は
顔
を
出
し
て
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
事
績
が
確
認
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
皇
円
は
辞
書
を
引
け
ば
、『
扶
桑
略
記
』
の
作
者
で
あ
る
と
出
て
い
ま
す
。
古
代
史
を
勉
強
す
る
上
に
お
い
て
重
要
な
『
扶

桑
略
記
』
の
作
者
で
す
。
し
か
し
最
近
で
は
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
皇
円
が

『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
て
い
た
な
ら
ば
、
弟
子

の
法
然
や
隆
寛
の
著
作
に
お
い
て
、『
扶
桑
略
記
』
の
豊
富
な
知
識
が
生
か
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
形
跡

は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
、
皇
円
が
『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と

な
る
と
、
皇
円
の
事
績
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
困
っ
た
こ
と
で
す
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
皇
円
の
こ
と
を

「
当
時
の
明
匠
、
一
山
の
雄
才
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
天
台
僧
と
し
て
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
ｂ
）
国
家
的
仏
事
へ
の
出
仕

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
隆
寛
は
杉
生
流
で
天
台
顕
教
を
学
習
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
生
か
す
機
会
が
訪
れ
ま

す
。
国
家
的
仏
事
と
言
わ
れ
る
三
講
へ
の
出
仕
で
す
。
最
勝
講
・
仙
洞
最
勝
講
・
法
勝
寺
御
八
講
の
三
つ
で
す
が
、
こ
れ
は
数
あ
る
顕
教

論
義
の
な
か
で
も
当
代
最
高
と
評
価
さ
れ
、
こ
れ
が
学
僧
の
昇
進
ル
ー
ト
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
平
雅
行
氏
や
上
島
享
氏
に
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よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
平
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』、
上
島
「
中
世
前
期
の
国
家
と
仏
教
」『
日
本
史
研
究
』
四
〇
三
号
）。
学
匠
た
ち

は
三
講
に
出
仕
す
る
度
数
を
重
ね
て
位
を
上
げ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
が
こ
の
三
講
に
出
仕
し
た
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
見
落
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
四
六
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
四
七
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

　
　
同
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
勝
寺
御
八
講
聴
衆

建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
四
八
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

　
こ
の
よ
う
に
四
度
の
出
仕
が
確
認
で
き
ま
す
。
法
然
門
弟
で
こ
う
し
た
格
の
高
い
仏
事
に
参
加
し
た
経
験
を
持
つ
の
は
隆
寛
以
外
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
に
備
え
た
教
学
研
鑚
が
、
後
の
著
作
に
生
か
さ
れ
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
た
だ
、
聴
衆
と

い
う
役
割
で
出
仕
す
る
の
で
す
が
、
講
師
に
上
っ
て
い
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
居
院
聖
覚
や
毘
沙
門
堂
明
禅
な
ど
は
何
度
も
出
仕
し

て
、
聴
衆
↓
講
師
↓
証
義
と
役
割
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
隆
寛
は
こ
の
四
度
の
出
仕
が
確
認
で
き
る
の
み
な
の
で
す
。

（
ｃ
）
青
蓮
院
慈
円
に
仕
え
る

　
こ
の
三
講
に
出
る
少
し
前
の
建
久
元
年
頃
か
ら
、
和
歌
を
通
し
て
青
蓮
院
慈
円
と
の
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
拾
玉
集
』
を
も

と
に
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
慈
円
と
の
交
流
を
通
し
隆
寛
は
青
蓮
院
門
徒
と
し
て
活
動
を
始
め
て
い
き
ま
す
。
建
久
四

年
に
慈
円
は
一
度
目
の
天
台
座
主
に
な
り
ま
す
が
、
座
主
に
な
っ
た
ら
朝
廷
に
謝
意
を
表
す
る
拝
賀
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

比
叡
山
の
上
に
登
っ
て
い
く
拝
堂
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
慈
円
を
中
心
に
青
蓮
院
の
門
徒
僧
綱
た
ち
が
周
辺
で
い
ろ
い
ろ
な

役
割
を
果
た
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
儀
式
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
隆
寛
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
慈
円
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
参
加
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
門
主
と
門
徒
の
主
従
関
係
、
こ
れ
も
近
年
、
門
跡
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
史
料
の
少
な
い
天
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年
間
こ
こ
で
過
ご
し
ま
す
の
で
、
隆
寛
が
生
ま
れ
て
間
も
な
い
頃
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
両
者
に
面
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
ず
範
源
で
す
が
、
こ
の
方
は
九
条
兼
実
や
慈
円
と
関
係
が
深
か
っ
た
よ
う
で
、『
玉
葉
』
に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
ま
す
。
兼
実
の

恒
例
舎
利
講
で
論
義
を
行
い
、
ま
た
占
い
の
能
力
が
あ
り
兼
実
は
二
人
の
息
子
の
人
相
を
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
範
源
は
二
人
を
見
て

大
変
よ
い
相
が
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
関
係
が
慈
円
と
隆
寛
の
関
係
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
の
師
匠
皇
円
で
す
が
、
隆
寛
の
叔
父
に
当
り
ま
す
。
ま
た
、
今
言
い
ま
し
た
よ
う
に
法
然
の
師
匠
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
意
外
に
も
法
然
伝
以
外
で
事
績
を
伝
え
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
杉
生
流
に
所
属
し
て
い
ま
す
か

ら
、
朝
廷
や
貴
族
の
邸
宅
で
の
法
華
八
講
な
ど
に
少
し
は
顔
を
出
し
て
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
事
績
が
確
認
で
き
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
皇
円
は
辞
書
を
引
け
ば
、『
扶
桑
略
記
』
の
作
者
で
あ
る
と
出
て
い
ま
す
。
古
代
史
を
勉
強
す
る
上
に
お
い
て
重
要
な
『
扶

桑
略
記
』
の
作
者
で
す
。
し
か
し
最
近
で
は
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
皇
円
が

『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
て
い
た
な
ら
ば
、
弟
子

の
法
然
や
隆
寛
の
著
作
に
お
い
て
、『
扶
桑
略
記
』
の
豊
富
な
知
識
が
生
か
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
形
跡

は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
も
、
皇
円
が
『
扶
桑
略
記
』
を
書
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
と

な
る
と
、
皇
円
の
事
績
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
困
っ
た
こ
と
で
す
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
皇
円
の
こ
と
を

「
当
時
の
明
匠
、
一
山
の
雄
才
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
天
台
僧
と
し
て
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
ｂ
）
国
家
的
仏
事
へ
の
出
仕

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
隆
寛
は
杉
生
流
で
天
台
顕
教
を
学
習
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
生
か
す
機
会
が
訪
れ
ま

す
。
国
家
的
仏
事
と
言
わ
れ
る
三
講
へ
の
出
仕
で
す
。
最
勝
講
・
仙
洞
最
勝
講
・
法
勝
寺
御
八
講
の
三
つ
で
す
が
、
こ
れ
は
数
あ
る
顕
教

論
義
の
な
か
で
も
当
代
最
高
と
評
価
さ
れ
、
こ
れ
が
学
僧
の
昇
進
ル
ー
ト
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
平
雅
行
氏
や
上
島
享
氏
に
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よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
平
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』、
上
島
「
中
世
前
期
の
国
家
と
仏
教
」『
日
本
史
研
究
』
四
〇
三
号
）。
学
匠
た
ち

は
三
講
に
出
仕
す
る
度
数
を
重
ね
て
位
を
上
げ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
が
こ
の
三
講
に
出
仕
し
た
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
見
落
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
四
六
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
四
七
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

　
　
同
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
勝
寺
御
八
講
聴
衆

建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
四
八
歳
　
　
最
勝
講
聴
衆

　
こ
の
よ
う
に
四
度
の
出
仕
が
確
認
で
き
ま
す
。
法
然
門
弟
で
こ
う
し
た
格
の
高
い
仏
事
に
参
加
し
た
経
験
を
持
つ
の
は
隆
寛
以
外
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
に
備
え
た
教
学
研
鑚
が
、
後
の
著
作
に
生
か
さ
れ
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
た
だ
、
聴
衆
と

い
う
役
割
で
出
仕
す
る
の
で
す
が
、
講
師
に
上
っ
て
い
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
居
院
聖
覚
や
毘
沙
門
堂
明
禅
な
ど
は
何
度
も
出
仕
し

て
、
聴
衆
↓
講
師
↓
証
義
と
役
割
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
隆
寛
は
こ
の
四
度
の
出
仕
が
確
認
で
き
る
の
み
な
の
で
す
。

（
ｃ
）
青
蓮
院
慈
円
に
仕
え
る

　
こ
の
三
講
に
出
る
少
し
前
の
建
久
元
年
頃
か
ら
、
和
歌
を
通
し
て
青
蓮
院
慈
円
と
の
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
拾
玉
集
』
を
も

と
に
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
慈
円
と
の
交
流
を
通
し
隆
寛
は
青
蓮
院
門
徒
と
し
て
活
動
を
始
め
て
い
き
ま
す
。
建
久
四

年
に
慈
円
は
一
度
目
の
天
台
座
主
に
な
り
ま
す
が
、
座
主
に
な
っ
た
ら
朝
廷
に
謝
意
を
表
す
る
拝
賀
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

比
叡
山
の
上
に
登
っ
て
い
く
拝
堂
と
い
う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
慈
円
を
中
心
に
青
蓮
院
の
門
徒
僧
綱
た
ち
が
周
辺
で
い
ろ
い
ろ
な

役
割
を
果
た
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
儀
式
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
隆
寛
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
慈
円
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
参
加
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
門
主
と
門
徒
の
主
従
関
係
、
こ
れ
も
近
年
、
門
跡
の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
史
料
の
少
な
い
天
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台
門
跡
の
研
究
も
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う
し
た
面
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
三
講
に
出

て
い
く
、
慈
円
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
く
、
比
叡
山
で
の
隆
寛
の
地
位
は
そ
れ
な
り
に
上
向
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
ｄ
）
建
久
七
年
の
政
変

　
と
こ
ろ
が
建
久
七
年
の
政
変
か
ら
事
情
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
政
変
の
経
緯
や
評
価
に
つ
い
て
は
専
門
の
先
生
方
に
よ
る
研
究
を

読
ん
で
い
た
だ
い
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
土
御
門
通
親
の
策
略
で
九
条
兼
実
が
失
脚
し
て
九
条
家
一
門
が
要
職
か
ら
は
ず
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
事
件
で
す
。
鎌
倉
初
期
の
政
変
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
兼
実
は
関
白
を
罷
免
さ
れ
、
娘
の
宜
秋
門
院
は
内
裏
か
ら
退
出

し
、
弟
の
藤
原
兼
房
は
太
政
大
臣
辞
任
、
子
息
の
良
経
は
内
大
臣
に
残
任
し
ま
す
。
そ
し
て
弟
の
天
台
座
主
慈
円
は
座
主
を
辞
任
す
る
と

い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
政
変
以
降
、
隆
寛
の
動
き
に
変
化
が
生
じ
ま
す
。
も
は
や
三
講
に
出
仕
す
る
こ
と
が
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
三
講
へ
の
出
仕
は
、

慈
円
が
初
度
の
天
台
座
主
で
あ
っ
た
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
政
変
が
起
こ
っ
た
建
久
七
年

（
一
一
九
六
）
十
一
月
か
ら
慈
円
が
二
度
目
の
天
台
座
主
に
補
任
さ
れ
る
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
三
月
ま
で
の
四
年
四
カ
月
ほ
ど
、
隆

寛
の
活
動
が
全
く
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。
史
料
か
ら
こ
の
期
間
の
活
動
を
ひ
ろ
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
事
実
を
掴
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
隆
寛
の
置
か
れ
た
状
況
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
三
講
に
出
仕
す
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
学
匠
で
あ
る
の
で
す
が
、
一
方

で
慈
円
の
座
主
期
間
中
に
出
仕
が
限
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
隆
寛
の
立
場
上
の
弱
さ
も
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
出
仕
が
な
く

な
っ
た
以
後
あ
た
り
か
ら
法
然
と
の
関
係
が
始
ま
る
よ
う
で
す
。

　
隆
寛
が
い
つ
法
然
と
初
対
面
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
績
を
整
理
す
る
と
大
体
そ
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
隆
寛
は
、
後
々
、
弟
子
の
信
瑞
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
が
『
明
義
進
行
集
』
に
出
て
い
ま
す
。

隆
寛
発
心
ノ
ハ
シ
メ
ニ
ハ
、
三
行
ヲ
リ
ノ
阿
弥
陀
経
ヲ
手
ニ
ニ
キ
リ
テ
、
毎
日
ニ
四
十
八
巻
ヲ
ヨ
ミ
シ
カ
ハ
、
大
僧
正
ノ
御
房
ニ
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〈
諡
号
慈
鎮
和
尚
〉
祇
候
ノ
時
モ
、
サ
ル
行
人
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
御
前
ニ
シ
テ
モ
ク
タ
ム
ノ
経
ニ
ン
キ
テ
ヨ
ム
コ
ト
ヲ
ハ
、
ユ
ル
サ
レ

タ
テ
マ
ツ
リ
タ
リ
キ

慈
円
は
大
僧
正
と
い
う
高
い
位
に
達
し
て
現
世
の
栄
達
を
極
め
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
の
前
で
『
阿
弥
陀
経
』
読
誦
を
許
さ
れ
浄
土

へ
の
信
仰
を
深
め
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
の
信
仰
の
本
気
度
が
分
か
る
と
と
も
に
、
慈
円
の
配
慮
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
建

久
七
年
の
政
変
の
影
響
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
政
変
の
あ
お
り
で
隆
寛
は
三
講
出
仕
の
道
が
途
絶
え
、

浄
土
信
仰
を
深
め
た
と
言
え
ま
す
。

　
た
だ
、
誤
解
し
て
い
け
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
政
変
自
体
が
浄
土
宗
に
帰
依
す
る
根
本
的
な
原
因
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
政
変
が
何
ら
か
の
機
会
に
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
当
時
こ
う
し
た
政
変
の
あ
お
り
を
僧
侶
が
受
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ

り
ま
す
。
承
久
の
乱
と
か
い
ろ
い
ろ
な
政
変
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
政
変
の
影
響
を
受
け
た
人
が
浄
土
教
一
般
に
入
信
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
法
然
浄
土
宗
を
信
仰
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
隆
寛
は
天
台
浄
土
教
を
信
仰
し
、
さ
ら
に
法
然
浄
土
宗
の
世
界
へ
と

踏
み
込
ん
で
い
く
。
そ
の
踏
み
込
み
方
が
、
天
台
浄
土
教
の
線
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
政
変
と
い
う
こ
と
だ
け
で
理
解
で
き
る
こ
と

で
は
な
く
、
や
は
り
隆
寛
そ
の
人
の
主
体
的
な
何
も
の
か
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
　
慈
円
の
懺
法
儀
礼
│
西
方
懺
法

（
ａ
）
慈
円
は
『
西
方
懺
悔
法
』
に
拠
っ
て
西
方
懺
法
を
実
践

　
こ
の
よ
う
に
政
変
以
降
、
三
講
に
出
仕
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
慈
円
の
も
と
で
引
き
続
き
仏
事
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。
慈
円

は
西
方
懺
法
と
い
う
天
台
の
儀
礼
を
行
っ
た
こ
と
が
佐
藤
哲
英
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』）。
こ
の
西
方

懺
法
を
行
う
供
僧
に
隆
寛
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。
佐
藤
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
西
方
懺
法
は
『
西
方
懺
悔
法
』
と
い
う
文
献
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
儀
礼
で
す
。『
西
方
懺
悔
法
』
は
作
者
が
未
詳
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
円
仁
作
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、『
往
生
要
集
』
と
同
じ
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台
門
跡
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れ
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に
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し
た
。
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の
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う
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三
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に
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て
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、
慈
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と
深
い
関
わ
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を
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て
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、
比
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と
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建
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七
年
の
政
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と
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が
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七
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の
政
変
か
ら
事
情
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
政
変
の
経
緯
や
評
価
に
つ
い
て
は
専
門
の
先
生
方
に
よ
る
研
究
を

読
ん
で
い
た
だ
い
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
土
御
門
通
親
の
策
略
で
九
条
兼
実
が
失
脚
し
て
九
条
家
一
門
が
要
職
か
ら
は
ず
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
事
件
で
す
。
鎌
倉
初
期
の
政
変
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
兼
実
は
関
白
を
罷
免
さ
れ
、
娘
の
宜
秋
門
院
は
内
裏
か
ら
退
出

し
、
弟
の
藤
原
兼
房
は
太
政
大
臣
辞
任
、
子
息
の
良
経
は
内
大
臣
に
残
任
し
ま
す
。
そ
し
て
弟
の
天
台
座
主
慈
円
は
座
主
を
辞
任
す
る
と

い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
政
変
以
降
、
隆
寛
の
動
き
に
変
化
が
生
じ
ま
す
。
も
は
や
三
講
に
出
仕
す
る
こ
と
が
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
三
講
へ
の
出
仕
は
、

慈
円
が
初
度
の
天
台
座
主
で
あ
っ
た
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
政
変
が
起
こ
っ
た
建
久
七
年

（
一
一
九
六
）
十
一
月
か
ら
慈
円
が
二
度
目
の
天
台
座
主
に
補
任
さ
れ
る
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
三
月
ま
で
の
四
年
四
カ
月
ほ
ど
、
隆

寛
の
活
動
が
全
く
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。
史
料
か
ら
こ
の
期
間
の
活
動
を
ひ
ろ
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
事
実
を
掴
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
隆
寛
の
置
か
れ
た
状
況
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
三
講
に
出
仕
す
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
学
匠
で
あ
る
の
で
す
が
、
一
方

で
慈
円
の
座
主
期
間
中
に
出
仕
が
限
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
隆
寛
の
立
場
上
の
弱
さ
も
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
出
仕
が
な
く

な
っ
た
以
後
あ
た
り
か
ら
法
然
と
の
関
係
が
始
ま
る
よ
う
で
す
。

　
隆
寛
が
い
つ
法
然
と
初
対
面
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
績
を
整
理
す
る
と
大
体
そ
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
隆
寛
は
、
後
々
、
弟
子
の
信
瑞
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
が
『
明
義
進
行
集
』
に
出
て
い
ま
す
。

隆
寛
発
心
ノ
ハ
シ
メ
ニ
ハ
、
三
行
ヲ
リ
ノ
阿
弥
陀
経
ヲ
手
ニ
ニ
キ
リ
テ
、
毎
日
ニ
四
十
八
巻
ヲ
ヨ
ミ
シ
カ
ハ
、
大
僧
正
ノ
御
房
ニ
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号
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ム
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、
ユ
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慈
円
は
大
僧
正
と
い
う
高
い
位
に
達
し
て
現
世
の
栄
達
を
極
め
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
の
前
で
『
阿
弥
陀
経
』
読
誦
を
許
さ
れ
浄
土

へ
の
信
仰
を
深
め
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
の
信
仰
の
本
気
度
が
分
か
る
と
と
も
に
、
慈
円
の
配
慮
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
建

久
七
年
の
政
変
の
影
響
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
政
変
の
あ
お
り
で
隆
寛
は
三
講
出
仕
の
道
が
途
絶
え
、

浄
土
信
仰
を
深
め
た
と
言
え
ま
す
。

　
た
だ
、
誤
解
し
て
い
け
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
政
変
自
体
が
浄
土
宗
に
帰
依
す
る
根
本
的
な
原
因
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
政
変
が
何
ら
か
の
機
会
に
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
当
時
こ
う
し
た
政
変
の
あ
お
り
を
僧
侶
が
受
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ

り
ま
す
。
承
久
の
乱
と
か
い
ろ
い
ろ
な
政
変
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
政
変
の
影
響
を
受
け
た
人
が
浄
土
教
一
般
に
入
信
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
法
然
浄
土
宗
を
信
仰
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
隆
寛
は
天
台
浄
土
教
を
信
仰
し
、
さ
ら
に
法
然
浄
土
宗
の
世
界
へ
と

踏
み
込
ん
で
い
く
。
そ
の
踏
み
込
み
方
が
、
天
台
浄
土
教
の
線
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
政
変
と
い
う
こ
と
だ
け
で
理
解
で
き
る
こ
と

で
は
な
く
、
や
は
り
隆
寛
そ
の
人
の
主
体
的
な
何
も
の
か
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
　
慈
円
の
懺
法
儀
礼
│
西
方
懺
法

（
ａ
）
慈
円
は
『
西
方
懺
悔
法
』
に
拠
っ
て
西
方
懺
法
を
実
践

　
こ
の
よ
う
に
政
変
以
降
、
三
講
に
出
仕
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
慈
円
の
も
と
で
引
き
続
き
仏
事
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。
慈
円

は
西
方
懺
法
と
い
う
天
台
の
儀
礼
を
行
っ
た
こ
と
が
佐
藤
哲
英
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』）。
こ
の
西
方

懺
法
を
行
う
供
僧
に
隆
寛
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。
佐
藤
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
西
方
懺
法
は
『
西
方
懺
悔
法
』
と
い
う
文
献
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
儀
礼
で
す
。『
西
方
懺
悔
法
』
は
作
者
が
未
詳
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
円
仁
作
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、『
往
生
要
集
』
と
同
じ
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頃
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
西
方
懺
悔
法
』
の
特
徴
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
七
日
間
の
唯
座
唯
立
の
修
行
で
あ
り
、
行
道
も
加
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
無

量
劫
か
ら
の
悪
業
を
発
露
懺
悔
し
、
尽
未
来
際
ま
で
悪
業
を
造
ら
な
い
こ
と
を
誓
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
報
を
抜
け
出
て
極
楽
往
生
を
め

ざ
し
ま
す
。
懺
悔
・
滅
罪
に
よ
っ
て
往
生
を
願
う
の
で
す
が
、
こ
の
点
が
大
き
な
特
徴
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
称
名
と
観
仏
を
並
修
し

て
そ
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
仏
や
極
楽
を
心
に
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
深
刻
な
懺
悔
・
滅
罪

観
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
こ
れ
を
人
間
の
自
発
的
な
努
力
で
行
う
わ
け
で
す
。
後
に
隆
寛
は
、『
極
楽
浄
土
宗

義
』
を
著
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
『
西
方
懺
悔
法
』
を
少
し
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
点
か
ら
間
違
い
な
く
慈
円
の
も
と
で
西
方

懴
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
ｂ
）
西
方
懺
法
の
整
備
と
大
懺
法
院

　
慈
円
が
西
方
懺
法
を
ど
の
よ
う
に
整
備
し
て
い
っ
た
の
か
を
年
譜
に
し
ま
し
た
。
建
久
八
年
九
月
に
『
西
方
懺
悔
法
』
を
書
写
し
て
、

同
年
十
月
に
そ
れ
を
用
い
て
「
如
法
念
仏
」
と
い
う
も
の
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
方
懺
法
の
前
段
階
の
行
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
建
仁
元
年
九
月
、
日
吉
社
大
宮
拝
殿
で
如
法
法
華
五
種
行
、
聖
真
子
で
七
日
間
の
西
方
懺
法
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き
隆

寛
が
供
僧
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
元
久
元
年
五
月
の
如
法
経
で
は
法
華
懺
法
と
西
方
懺
法
が
一
対
で
行
わ
れ
、
こ
の
と
き
も

隆
寛
は
供
僧
を
勤
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
年
譜
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
重
要
な
の
で
す
が
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
慈
円
は
青
蓮
院
の
吉
水
房
に
大
懺
法
院

を
造
営
し
ま
す
。
後
鳥
羽
院
の
御
願
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
知
恩
院
に
参
り
ま
す
と
、
巨
大
な
三
門
を
く
ぐ
り
急
な
石
段
を

上
に
登
っ
て
行
く
と
御
影
堂
（
大
殿
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
広
く
水
平
に
整
地
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
江
戸

時
代
初
期
に
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
大
き
な
工
事
が
行
わ
れ
、
あ
の
よ
う
に
整
地
さ
れ
て
巨
大
な
御
影
堂
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
法
然
の
時
代

95

に
は
ど
の
よ
う
な
地
形
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
想
像

で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
あ
た
り
は
広
い
野
原
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
に
慈
円
は
吉
水
房
を
造
営
し
て
青
蓮
院
の
本
房
と
し
ま
す
。
そ
の
一
角
に
大
懺
法
院
と
い
う

お
寺
を
造
る
わ
け
で
す
。
あ
の
フ
ラ
ッ
ト
に
整
地
さ
れ
た
広
い
場
所
の
ど
こ
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
的
に
こ
こ
だ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
法
然
の
吉
水
の
禅
房
の
近
く
に
慈
円

は
大
懺
法
院
を
造
る
わ
け
で
す
。

　
慈
円
は
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
を
大
懺
法
院
に
お
け
る
毎
日
の
勤
行
と
し
て
定
め
ま
し
た
。

こ
の
寺
院
は
後
鳥
羽
院
の
御
願
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
国
家
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
専
属
す
る
僧
侶
も
厳
し
い
基
準
で
人
選
さ
れ
、
三
十
人
の
僧
侶
が
専
属
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
選
抜
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
顕
教
・
密
教
の
ス
タ
ッ
フ
で
す
。
顕
教
で
は
隆
寛
ほ
か
安
居
院

の
聖
覚
、
円
能
、
密
教
で
は
成
円
や
忠
快
、
快
雅
と
い
っ
た
天
台
僧
が
三
十
人
、
専
属
の
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
顕
教
と
密
教
の
僧
侶
は
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
を
分
担
し
て
大
懺

法
院
の
仏
事
を
こ
な
し
ま
し
た
。

　
毎
日
の
勤
行
と
し
て
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
、
毎
月
の
仏
事
と
し
て
十
五
日
に
は
一
夜
念

仏
、
二
十
四
日
に
は
山
王
講
演
、
あ
る
い
は
行
玄
・
覚
快
の
青
蓮
院
歴
代
の
月
忌
を
行
う
。
ま

た
毎
年
の
仏
事
で
は
修
二
月
会
、
仏
名
会
、
あ
る
い
は
両
箇
の
大
法
（
大
熾
盛
光
法
・
法
華

法
）、
阿
弥
陀
護
摩
、
春
秋
彼
岸
、
報
恩
講
、
こ
う
い
う
も
の
を
行
事
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
大
懺
法
院
は
何
を
目
的
に
建
立
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
怨
霊
の
滅
罪
済

度
の
た
め
で
し
た
。
保
元
の
乱
以
後
、
戦
乱
が
絶
え
な
い
世
の
中
に
な
っ
た
の
は
、
保
元
の
乱

建久 8（1197）0900 慈円、『西方懺悔法』書写。舜昌『述懐抄』

1015 慈円、双林寺で如法念仏、「大師御私記」（『西方懺
悔法』）用いる。『門葉記』128門主行状

建仁元（1201）0922 慈円、 9月16日日吉社大宮拝殿で如法法華五種行、
続いて同月22日より 7日間、日吉社聖真子（本地弥
陀）で西方懺法、隆寛供僧。『門葉記』89・128、
『慈鎮和尚伝』

元久元（1204）0570 慈円、吉水房で如法経、法華懺法・西方懺法修す、
隆寛供僧。『門葉記』82・128
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頃
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
西
方
懺
悔
法
』
の
特
徴
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
七
日
間
の
唯
座
唯
立
の
修
行
で
あ
り
、
行
道
も
加
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
無

量
劫
か
ら
の
悪
業
を
発
露
懺
悔
し
、
尽
未
来
際
ま
で
悪
業
を
造
ら
な
い
こ
と
を
誓
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
報
を
抜
け
出
て
極
楽
往
生
を
め

ざ
し
ま
す
。
懺
悔
・
滅
罪
に
よ
っ
て
往
生
を
願
う
の
で
す
が
、
こ
の
点
が
大
き
な
特
徴
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
称
名
と
観
仏
を
並
修
し

て
そ
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
仏
や
極
楽
を
心
に
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
深
刻
な
懺
悔
・
滅
罪

観
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
こ
れ
を
人
間
の
自
発
的
な
努
力
で
行
う
わ
け
で
す
。
後
に
隆
寛
は
、『
極
楽
浄
土
宗

義
』
を
著
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
『
西
方
懺
悔
法
』
を
少
し
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
点
か
ら
間
違
い
な
く
慈
円
の
も
と
で
西
方

懴
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
ｂ
）
西
方
懺
法
の
整
備
と
大
懺
法
院

　
慈
円
が
西
方
懺
法
を
ど
の
よ
う
に
整
備
し
て
い
っ
た
の
か
を
年
譜
に
し
ま
し
た
。
建
久
八
年
九
月
に
『
西
方
懺
悔
法
』
を
書
写
し
て
、

同
年
十
月
に
そ
れ
を
用
い
て
「
如
法
念
仏
」
と
い
う
も
の
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
方
懺
法
の
前
段
階
の
行
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
建
仁
元
年
九
月
、
日
吉
社
大
宮
拝
殿
で
如
法
法
華
五
種
行
、
聖
真
子
で
七
日
間
の
西
方
懺
法
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き
隆

寛
が
供
僧
と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
元
久
元
年
五
月
の
如
法
経
で
は
法
華
懺
法
と
西
方
懺
法
が
一
対
で
行
わ
れ
、
こ
の
と
き
も

隆
寛
は
供
僧
を
勤
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
年
譜
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
重
要
な
の
で
す
が
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
慈
円
は
青
蓮
院
の
吉
水
房
に
大
懺
法
院

を
造
営
し
ま
す
。
後
鳥
羽
院
の
御
願
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
知
恩
院
に
参
り
ま
す
と
、
巨
大
な
三
門
を
く
ぐ
り
急
な
石
段
を

上
に
登
っ
て
行
く
と
御
影
堂
（
大
殿
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
広
く
水
平
に
整
地
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
江
戸

時
代
初
期
に
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
大
き
な
工
事
が
行
わ
れ
、
あ
の
よ
う
に
整
地
さ
れ
て
巨
大
な
御
影
堂
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
法
然
の
時
代

95

に
は
ど
の
よ
う
な
地
形
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
想
像

で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
あ
た
り
は
広
い
野
原
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
に
慈
円
は
吉
水
房
を
造
営
し
て
青
蓮
院
の
本
房
と
し
ま
す
。
そ
の
一
角
に
大
懺
法
院
と
い
う

お
寺
を
造
る
わ
け
で
す
。
あ
の
フ
ラ
ッ
ト
に
整
地
さ
れ
た
広
い
場
所
の
ど
こ
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
的
に
こ
こ
だ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
法
然
の
吉
水
の
禅
房
の
近
く
に
慈
円

は
大
懺
法
院
を
造
る
わ
け
で
す
。

　
慈
円
は
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
を
大
懺
法
院
に
お
け
る
毎
日
の
勤
行
と
し
て
定
め
ま
し
た
。

こ
の
寺
院
は
後
鳥
羽
院
の
御
願
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
国
家
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
専
属
す
る
僧
侶
も
厳
し
い
基
準
で
人
選
さ
れ
、
三
十
人
の
僧
侶
が
専
属
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
選
抜
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
顕
教
・
密
教
の
ス
タ
ッ
フ
で
す
。
顕
教
で
は
隆
寛
ほ
か
安
居
院

の
聖
覚
、
円
能
、
密
教
で
は
成
円
や
忠
快
、
快
雅
と
い
っ
た
天
台
僧
が
三
十
人
、
専
属
の
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
顕
教
と
密
教
の
僧
侶
は
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
を
分
担
し
て
大
懺

法
院
の
仏
事
を
こ
な
し
ま
し
た
。

　
毎
日
の
勤
行
と
し
て
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
、
毎
月
の
仏
事
と
し
て
十
五
日
に
は
一
夜
念

仏
、
二
十
四
日
に
は
山
王
講
演
、
あ
る
い
は
行
玄
・
覚
快
の
青
蓮
院
歴
代
の
月
忌
を
行
う
。
ま

た
毎
年
の
仏
事
で
は
修
二
月
会
、
仏
名
会
、
あ
る
い
は
両
箇
の
大
法
（
大
熾
盛
光
法
・
法
華

法
）、
阿
弥
陀
護
摩
、
春
秋
彼
岸
、
報
恩
講
、
こ
う
い
う
も
の
を
行
事
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
大
懺
法
院
は
何
を
目
的
に
建
立
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
怨
霊
の
滅
罪
済

度
の
た
め
で
し
た
。
保
元
の
乱
以
後
、
戦
乱
が
絶
え
な
い
世
の
中
に
な
っ
た
の
は
、
保
元
の
乱

建久 8（1197）0900 慈円、『西方懺悔法』書写。舜昌『述懐抄』

1015 慈円、双林寺で如法念仏、「大師御私記」（『西方懺
悔法』）用いる。『門葉記』128門主行状

建仁元（1201）0922 慈円、 9月16日日吉社大宮拝殿で如法法華五種行、
続いて同月22日より 7日間、日吉社聖真子（本地弥
陀）で西方懺法、隆寛供僧。『門葉記』89・128、
『慈鎮和尚伝』

元久元（1204）0570 慈円、吉水房で如法経、法華懺法・西方懺法修す、
隆寛供僧。『門葉記』82・128
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の
敗
者
た
る
崇
徳
院
や
知
足
院
（
藤
原
忠
実
）
の
怨
霊
が
一
天
に
満
ち
、
戦
死
者
の
亡
卒
が
溢
れ
て
い
る
。
怨
霊
の
所
為
で
戦
乱
が
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
。
人
間
た
ち
は
怨
霊
の
掌
に
入
っ
て
狂
わ
さ
れ
、
そ
の
た
め
仏
の
教
え
と
人
間
の
機
縁
が
乖
離
し
て
し
ま
い
、
い
く
ら

勤
行
に
励
ん
で
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
根
本
原
因
た
る
怨
霊
を
済
度
し
、
朝
家
を
助
け
て
世
の
中
を
平
和
に
す
る
の
は
仏
法
の
法
力
に
よ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
怨
霊
の
罪
障
を
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
で
滅
罪
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
。

　
こ
う
い
う
こ
と
を
慈
円
は
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
懺
法
院
の
建
立
理
念
で
す
。
保
元
の
乱
で
敗
れ
た
崇
徳
院
ら
の
怨
霊
は
大
変
恐

れ
ら
れ
、
源
平
合
戦
の
勃
発
も
怨
霊
の
所
為
で
あ
る
と
世
間
で
謳
歌
さ
れ
た
こ
と
が
貴
族
の
日
記
に
出
て
い
ま
す
。
怨
霊
を
済
度
す
る
の

が
大
懺
法
院
の
役
割
で
し
た
。
そ
し
て
怨
霊
に
は
罪
障
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
少
し
わ
か
り
か
ね
る
の
で
す
が
、
具
体

的
に
ど
う
い
う
罪
障
が
怨
霊
に
は
あ
る
の
か
。
罪
が
あ
る
か
ら
こ
の
六
道
世
界
に
迷
っ
て
浄
土
へ
行
け
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
滅
罪
す
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
天
台
浄
土
教
が
本
領
を
発
揮
で
き
る
領
域
で
あ
る
は
ず
で
す
。
怨
霊
を
済
度

し
て
天
下
に
泰
平
を
も
た
ら
し
、
後
鳥
羽
院
の
国
政
を
手
助
け
す
る
の
だ
と
慈
円
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
（
拙
稿
「
慈
円
の
大
懺
法
院

と
怨
霊
滅
罪
」、
池
見
澄
隆
編
『
冥
顕
の
精
神
史
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
）。
こ
う
し
た
宗
教
的
環
境
の
中
に
隆
寛
も
い
た
の
で
す
。

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
滅
罪
と
い
う
も
の
を
懺
法
儀
礼
を
通
し
、
人
間
の
力
で
行
う
と
い
う
思
考
の
う
ち
に
隆
寛
は
い
た
は
ず
で
す
。

（
ｃ
）
已
講
か
ら
権
律
師
へ

　
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
慈
円
の
報
恩
講
に
、「
隆
寛
已
講
」
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。
已
講
と
い
う
の
は
、
北
京
三
会
や
南
京
三

会
で
講
師
を
勤
め
た
人
が
得
る
位
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
已
講
と
言
わ
れ
る
の
な
ら
、
北
京
三
会
の
講
師
を
勤
め
た
は
ず
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
毎
年
の
北
京
三
会
講
師
の
名
前
を
挙
げ
た
「
天
台
二
会
講
師
次
第
」
に
隆
寛
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
か
し

い
わ
け
で
す
が
、『
天
台
座
主
記
』
に
よ
る
と
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
慈
円
が
法
勝
寺
の
金
堂
で
大
熾
盛
光
法
を
行
っ
た
時
、
そ
の
勧

賞
で
「
准
講
隆
寛
」
を
権
律
師
に
任
じ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
准
講
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
准
已
講
の
こ
と
で
、
北
京
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三
会
の
講
師
に
い
っ
た
ん
決
ま
る
の
で
す
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
辞
退
し
ま
す
。
し
か
し
、
朝
廷
の
会
議
で
い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
の
で
已

講
に
は
な
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
、
そ
の
人
を
准
已
講
あ
る
い
は
准
講
と
言
い
、
あ
る
い
は
単
に
已
講
と
も
出
て
き
ま
す
。
隆

寛
は
こ
れ
に
該
当
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
北
京
三
会
の
講
師
は
や
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
已
講
に
は
な
れ
る
と
い
う
、
こ
う

い
っ
た
慣
例
が
当
時
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
以
外
に
も
何
人
か
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
ぜ
隆
寛
は
辞
退
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
い
つ
已
講
に
な
っ
た
の
か
を
調
べ
る
と
、
お
よ
そ
の
理
由
が
見
え
て
き
ま
す
。
隆

寛
の
前
後
の
学
匠
が
い
つ
已
講
か
ら
権
律
師
に
な
っ
て
い
っ
た
か
を
順
番
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
と
、
ど
の
年
次
に
隆
寛
が
已
講
に

な
っ
た
か
の
見
当
が
つ
い
て
き
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
建
久
八
年
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
建
久
七
年
の
政
変
の
翌
年

で
す
。
こ
こ
で
も
政
変
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
す
。
北
京
三
会
講
師
は
、
大
体
、
前
年
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
隆

寛
は
建
久
七
年
に
任
命
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
政
変
が
起
こ
り
、
後
ろ
盾
の
慈
円
が
座
主
を
辞

し
て
、
隆
寛
も
講
師
を
辞
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
慣
例
と
し
て
准
已
講
に
は
な
れ
ま
し
た
。
已
講
に
な
り
、

や
が
て
次
に
僧
鋼
位
の
権
律
師
の
位
に
上
っ
て
い
く
。『
天
台
座
主
記
』
は
そ
の
と
き
の
史
料
で
す
。

　
話
が
細
か
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
政
変
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
今
言
い
ま
し

た
よ
う
に
元
久
二
年
、
慈
円
の
大
熾
盛
光
法
の
勧
賞
で
権
律
師
に
な
り
ま
す
。
浄
土
教
信
仰
と
並
行
し
て
権
律
師
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど

う
や
ら
遁
世
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
普
通
、
浄
土
教
信
仰
に
入
っ
た
ら
、
位
の
あ
る
僧
侶
は
前
権
少
僧
都
、
前
権
大
僧
都
な
ど
に
な

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
隆
寛
の
場
合
、
前
権
律
師
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
権
律
師
の
立
場
の
ま
ま
浄
土
教
を
信
仰
し
て
い
く
。
こ
こ
が
非

常
に
面
白
い
所
で
す
。
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
タ
イ
プ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
慈
円
の
も
と
で
青
蓮
院
の
仏
事
を
行
い
ま

す
が
、
や
が
て
慈
円
と
の
関
係
が
薄
ら
い
で
き
ま
す
。
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の
敗
者
た
る
崇
徳
院
や
知
足
院
（
藤
原
忠
実
）
の
怨
霊
が
一
天
に
満
ち
、
戦
死
者
の
亡
卒
が
溢
れ
て
い
る
。
怨
霊
の
所
為
で
戦
乱
が
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
。
人
間
た
ち
は
怨
霊
の
掌
に
入
っ
て
狂
わ
さ
れ
、
そ
の
た
め
仏
の
教
え
と
人
間
の
機
縁
が
乖
離
し
て
し
ま
い
、
い
く
ら

勤
行
に
励
ん
で
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
根
本
原
因
た
る
怨
霊
を
済
度
し
、
朝
家
を
助
け
て
世
の
中
を
平
和
に
す
る
の
は
仏
法
の
法
力
に
よ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
怨
霊
の
罪
障
を
法
華
懺
法
・
西
方
懺
法
で
滅
罪
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
。

　
こ
う
い
う
こ
と
を
慈
円
は
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
懺
法
院
の
建
立
理
念
で
す
。
保
元
の
乱
で
敗
れ
た
崇
徳
院
ら
の
怨
霊
は
大
変
恐

れ
ら
れ
、
源
平
合
戦
の
勃
発
も
怨
霊
の
所
為
で
あ
る
と
世
間
で
謳
歌
さ
れ
た
こ
と
が
貴
族
の
日
記
に
出
て
い
ま
す
。
怨
霊
を
済
度
す
る
の

が
大
懺
法
院
の
役
割
で
し
た
。
そ
し
て
怨
霊
に
は
罪
障
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
少
し
わ
か
り
か
ね
る
の
で
す
が
、
具
体

的
に
ど
う
い
う
罪
障
が
怨
霊
に
は
あ
る
の
か
。
罪
が
あ
る
か
ら
こ
の
六
道
世
界
に
迷
っ
て
浄
土
へ
行
け
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
滅
罪
す
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
は
天
台
浄
土
教
が
本
領
を
発
揮
で
き
る
領
域
で
あ
る
は
ず
で
す
。
怨
霊
を
済
度

し
て
天
下
に
泰
平
を
も
た
ら
し
、
後
鳥
羽
院
の
国
政
を
手
助
け
す
る
の
だ
と
慈
円
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
（
拙
稿
「
慈
円
の
大
懺
法
院

と
怨
霊
滅
罪
」、
池
見
澄
隆
編
『
冥
顕
の
精
神
史
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
）。
こ
う
し
た
宗
教
的
環
境
の
中
に
隆
寛
も
い
た
の
で
す
。

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
滅
罪
と
い
う
も
の
を
懺
法
儀
礼
を
通
し
、
人
間
の
力
で
行
う
と
い
う
思
考
の
う
ち
に
隆
寛
は
い
た
は
ず
で
す
。

（
ｃ
）
已
講
か
ら
権
律
師
へ

　
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
慈
円
の
報
恩
講
に
、「
隆
寛
已
講
」
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。
已
講
と
い
う
の
は
、
北
京
三
会
や
南
京
三

会
で
講
師
を
勤
め
た
人
が
得
る
位
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
已
講
と
言
わ
れ
る
の
な
ら
、
北
京
三
会
の
講
師
を
勤
め
た
は
ず
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
毎
年
の
北
京
三
会
講
師
の
名
前
を
挙
げ
た
「
天
台
二
会
講
師
次
第
」
に
隆
寛
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
か
し

い
わ
け
で
す
が
、『
天
台
座
主
記
』
に
よ
る
と
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
慈
円
が
法
勝
寺
の
金
堂
で
大
熾
盛
光
法
を
行
っ
た
時
、
そ
の
勧

賞
で
「
准
講
隆
寛
」
を
権
律
師
に
任
じ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
准
講
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
准
已
講
の
こ
と
で
、
北
京
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三
会
の
講
師
に
い
っ
た
ん
決
ま
る
の
で
す
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
辞
退
し
ま
す
。
し
か
し
、
朝
廷
の
会
議
で
い
っ
た
ん
決
ま
っ
た
の
で
已

講
に
は
な
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
、
そ
の
人
を
准
已
講
あ
る
い
は
准
講
と
言
い
、
あ
る
い
は
単
に
已
講
と
も
出
て
き
ま
す
。
隆

寛
は
こ
れ
に
該
当
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
北
京
三
会
の
講
師
は
や
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
已
講
に
は
な
れ
る
と
い
う
、
こ
う

い
っ
た
慣
例
が
当
時
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
隆
寛
以
外
に
も
何
人
か
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
ぜ
隆
寛
は
辞
退
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
い
つ
已
講
に
な
っ
た
の
か
を
調
べ
る
と
、
お
よ
そ
の
理
由
が
見
え
て
き
ま
す
。
隆

寛
の
前
後
の
学
匠
が
い
つ
已
講
か
ら
権
律
師
に
な
っ
て
い
っ
た
か
を
順
番
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
と
、
ど
の
年
次
に
隆
寛
が
已
講
に

な
っ
た
か
の
見
当
が
つ
い
て
き
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
建
久
八
年
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
建
久
七
年
の
政
変
の
翌
年

で
す
。
こ
こ
で
も
政
変
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
す
。
北
京
三
会
講
師
は
、
大
体
、
前
年
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
隆

寛
は
建
久
七
年
に
任
命
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
政
変
が
起
こ
り
、
後
ろ
盾
の
慈
円
が
座
主
を
辞

し
て
、
隆
寛
も
講
師
を
辞
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
慣
例
と
し
て
准
已
講
に
は
な
れ
ま
し
た
。
已
講
に
な
り
、

や
が
て
次
に
僧
鋼
位
の
権
律
師
の
位
に
上
っ
て
い
く
。『
天
台
座
主
記
』
は
そ
の
と
き
の
史
料
で
す
。

　
話
が
細
か
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
政
変
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
今
言
い
ま
し

た
よ
う
に
元
久
二
年
、
慈
円
の
大
熾
盛
光
法
の
勧
賞
で
権
律
師
に
な
り
ま
す
。
浄
土
教
信
仰
と
並
行
し
て
権
律
師
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど

う
や
ら
遁
世
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
普
通
、
浄
土
教
信
仰
に
入
っ
た
ら
、
位
の
あ
る
僧
侶
は
前
権
少
僧
都
、
前
権
大
僧
都
な
ど
に
な

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
隆
寛
の
場
合
、
前
権
律
師
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
権
律
師
の
立
場
の
ま
ま
浄
土
教
を
信
仰
し
て
い
く
。
こ
こ
が
非

常
に
面
白
い
所
で
す
。
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
タ
イ
プ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
慈
円
の
も
と
で
青
蓮
院
の
仏
事
を
行
い
ま

す
が
、
や
が
て
慈
円
と
の
関
係
が
薄
ら
い
で
き
ま
す
。
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最
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動

　
慈
円
の
も
と
で
の
最
終
活
動
は
、
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
る
の
は
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
十
月
二
十
四
日
、
大
懺
法
院
の
落
慶
供
養

の
時
で
す
。
こ
れ
を
最
後
に
慈
円
と
の
関
係
が
薄
ら
ぎ
、
浄
土
宗
の
事
績
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
隆
寛
と
入
れ
替
わ
っ
て
彼
の
二

人
の
子
息
、
聖
増
と
慈
胤
が
慈
円
の
も
と
で
青
蓮
院
の
仏
事
を
こ
な
し
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
子
息
が
青
蓮
院
の
仏

事
に
関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
聖
増
・
慈
胤
は
一
般
に
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
中
期
の
台
密
僧
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
聖
増

は
横
川
長
吏
、
祇
園
別
当
、
あ
る
い
は
法
性
寺
座
主
、
こ
の
よ
う
な
要
職
を
歴
任
し
、
位
は
正
僧
正
に
達
し
て
い
ま
す
。
慈
胤
は
法
印
と

い
う
位
に
な
り
、
膨
大
な
台
密
聖
教
を
写
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。

　
そ
し
て
ま
た
、
今
日
の
資
料
に
は
挙
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
聖
増
・
慈
胤
の
周
辺
で
興
味
深
い
人
物
の
活
動
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
親

鸞
聖
人
の
弟
尋
有
で
す
。
聖
増
・
慈
胤
と
同
じ
台
密
修
法
に
何
度
か
顔
を
見
せ
て
お
り
、
一
緒
に
仏
事
を
こ
な
し
て
い
る
有
り
様
が
『
門

葉
記
』
か
ら
分
か
っ
て
き
ま
す
。
隆
寛
の
子
息
と
親
鸞
の
弟
は
、
青
蓮
院
の
門
徒
僧
綱
と
し
て
近
い
位
置
に
い
た
よ
う
で
す
。
と
も
か
く

こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
子
息
が
青
蓮
院
門
跡
で
活
躍
し
て
い
く
中
、
隆
寛
は
浄
土
宗
信
仰
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

三
　
法
然
と
の
交
流

（
ａ
）『
選
択
集
』
相
伝

　
隆
寛
の
『
選
択
集
』
相
伝
は
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
三
月
十
四
日
で
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
少
し
前

か
ら
法
然
と
面
識
を
得
て
、
吉
水
の
禅
房
に
通
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
元
久
年
間
に
は
、『
選
択
集
』
が
し
ば
し
ば
書

写
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
麻
寺
の
往
生
院
本
は
元
久
元
年
十
一
月
に
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
の
相
伝
が
元
久
二
年
と
い
う
の
は
『
教
行

信
証
』「
後
序
」
の
通
り
で
す
。
法
然
は
『
選
択
集
』
の
流
布
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
元
久
年
間
に
は
周
囲
に
『
選
択
集
』

の
書
写
を
許
可
し
出
す
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。『
選
択
集
』
を
批
判
し
た
第
一
号
の
文
献
、
園
城
寺
公
胤
の
『
浄
土
決
疑
鈔
』
は
残
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り
ま
せ
ん
が
、
公
胤
が
ど
う
や
っ
て
『
選
択
集
』
を
手
に
入
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
『
浄
土
決
疑
鈔
』
も

元
久
年
間
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
、
石
井
教
道
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
元
久
年
間
は
『
選
択
集
』
が

流
布
し
出
す
時
期
と
言
え
ま
す
。

　
隆
寛
と
親
鸞
は
一
年
違
い
で
『
選
択
集
』
を
相
伝
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
の
二
人
の
歩
み
を
比
較
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
差
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
は
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
二
十
九
歳
で
法
然
の
弟
子
と
な
り
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
『
選

択
集
』
を
相
伝
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
年
後
に
建
永
の
法
難
（
承
元
の
法
難
）
で
越
後
へ
流
さ
れ
ま
す
。『
選
択
集
』
を
相
伝
さ
れ
て
、

わ
ず
か
二
年
後
に
は
流
罪
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
思
想
的
に
す
み
や
か
に
変
貌
し
、
専
修
念
仏
の
立
場
の
了
解
が
早
か
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
隆
寛
は
変
化
が
緩
や
か
で
す
。
ゆ
る
り
ゆ
る
り
と
浄
土
宗
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
五
十
七

歳
で
『
選
択
集
』
を
相
伝
さ
れ
、
元
久
の
法
難
や
建
永
の
法
難
に
は
関
わ
っ
た
形
跡
が
見
え
ま
せ
ん
。
弾
圧
の
対
象
に
は
、
こ
の
段
階
で

は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。『
選
択
集
』
を
相
伝
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
弾
圧
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
隆
寛
は
こ
の
間
、
何
を
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
宗
が
弾
圧
さ
れ
る
様
子
を
見
な
が
ら
、
果
た
し
て
ど
こ
で
何
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
も
ど

か
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
頃
は
、
ま
だ
慈
円
と
も
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
慈
円
の
仏
事
を
こ
な
す
一
方
で
、
法
然
か
ら
『
選

択
集
』
を
相
伝
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
台
宗
と
浄
土
宗
、
あ
る
い
は
青
蓮
院
門
徒
と
法
然
門
弟
、
こ
の
二
つ
が
混
在
し
て
い
る
時
期
で
す
。

そ
の
た
め
弾
圧
の
対
象
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
も
、
も
ど
か
し
さ
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。『
選
択
集
』
を
相
伝

さ
れ
て
読
ん
だ
は
ず
な
の
に
、
法
難
を
巡
っ
て
ど
の
よ
う
に
動
い
た
の
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

　
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
『
弥
陀
本
願
義
』
を
著
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
隆
寛
の
浄
土
宗
文
献
の
最
初
で
す
。『
選
択
集
』
の
内
容
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
本
願
を
、
第
十
八
願
を
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ
の
『
弥
陀
本
願
義
』
は
、『
選
択
集
』
の
影
響
下
に
あ
る
文
献
の
第
一

号
と
言
え
ま
す
。
弟
子
た
ち
は
法
然
が
亡
く
な
っ
て
以
後
、
書
物
を
書
い
て
い
き
ま
す
が
、
隆
寛
は
ま
だ
法
然
生
存
中
に
、
こ
の
『
弥
陀
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に
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か
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し
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慈
円
と
も
関
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が
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り
ま
し
た
。
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円
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事
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な
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一
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で
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ら
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選
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さ
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す
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宗
と
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、
あ
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い
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た
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承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
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陀
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願
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を
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し
ま
す
が
、
こ
れ
が
隆
寛
の
浄
土
宗
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献
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で
す
。『
選
択
集
』
の
内
容
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
本
願
を
、
第
十
八
願
を
解
説
し
て
い
ま
す
。
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の
『
弥
陀
本
願
義
』
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選
択
集
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影
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に
あ
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の
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号
と
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え
ま
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子
た
ち
は
法
然
が
亡
く
な
っ
て
以
後
、
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を
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て
い
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ま
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が
、
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存
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に
、
こ
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陀
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本
願
義
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
隆
寛
に
と
っ
て
も
最
初
の
文
献
で
あ
り
、
ま
た
、『
選
択
集
』
の
影
響
下
に
あ
る
第
一
号
の
文
献
で
あ
る

わ
け
で
、
こ
れ
は
貴
重
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、『
選
択
集
』
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
ま
だ
隆
寛
ら
し
さ
が
そ
れ
ほ
ど
出

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
降
の
文
献
と
較
べ
る
と
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
浄
土
宗
的
、
隆
寛

的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
と
対
比
し
ま
す
と
、
隆
寛
の
思
想
的
変
化
は
緩
や
か
に
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

や
は
り
、
隆
寛
は
五
十
代
に
な
っ
て
か
ら
の
相
伝
で
す
し
、
天
台
顕
教
を
研
鑚
し
て
三
講
に
出
仕
し
た
実
績
を
持
ち
ま
す
の
で
、
急
激
に

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
他
力
信
仰
の
世
界
を
着
実
に
開
拓
し
て
い
っ
た
と
言
え
ま
す
。

四
　
隆
寛
の
浄
土
宗
受
容

（
ａ
）
三
願
解
釈

　
ご
承
知
の
よ
う
に
昭
和
初
期
、
金
沢
文
庫
か
ら
隆
寛
文
献
の
写
本
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
て
本
格
的
な
思
想
解
明
が
始
ま
り
ま
し
た
。

浄
土
宗
の
塚
本
善
隆
氏
や
平
井
正
戒
氏
、
大
谷
大
学
の
安
井
広
度
氏
、
龍
谷
大
学
の
石
田
充
之
氏
、
こ
の
よ
う
な
先
学
方
が
金
沢
文
庫
の

文
献
を
も
と
に
隆
寛
の
思
想
を
解
明
さ
れ
ま
し
た
。
塚
本
氏
は
中
国
仏
教
の
研
究
で
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
中
国
仏
教
の
研
究
に
入

っ
て
い
か
れ
る
前
で
し
ょ
う
か
、
法
然
門
弟
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
隆
寛
の
文
献
が
発
見
さ
れ
て
早
い
段

階
で
研
究
を
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
論
文
が
『
顕
真
学
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
先
学
方
の
探
究
を
通
し
て
隆
寛
の
存
在
感
と
い
う
も
の
が
高
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
最
初
の
文
献
、
さ
き
ほ
ど
言
い
ま

し
た
『
弥
陀
本
願
義
』
の
特
徴
を
い
く
つ
か
指
摘
し
ま
す
と
、
随
所
に
『
選
択
集
』
を
踏
ま
え
た
表
現
が
見
え
て
い
ま
す
。
第
十
八
願
解

釈
は
『
選
択
集
』
第
三
章
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
四
十
八
願
の
中
で
第
十
八
願
を
中
心
に
見
て
、
第
十
八
願
は
能
摂
で
本
、
四
十

七
願
は
所
摂
で
末
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
西
方
浄
土
宗
意
と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
第
十
八
、
十
九
、
二
十
の
三
願
に
対
す
る
特
殊
な
解
釈
で
す
。
親
鸞
が
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
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ま
す
の
で
、
こ
の
三
願
が
重
要
で
あ
る
の
は
真
宗
学
で
は
常
識
な
の
で
し
ょ
う
が
、
浄
土
宗
で
は
第
十
八
願
ひ
と
つ
だ
け
を
問
題
と
し
、

そ
れ
以
外
の
願
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
隆
寛
は
第
十
八
、
十
九
、
二
十
願
、
こ
の
三
つ
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
三
願
を
先
行
の
天
台
学
匠
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
院
政
期
の
天
台
浄
土
教
家
、
真
源
の
『
四
十
八
願

釈
』
は
残
り
ま
せ
ん
が
、
逸
文
に
よ
れ
ば
、
第
十
八
願
を
「
十
念
往
生
願
」、
十
九
願
を
「
聖
衆
来
迎
願
」、
二
十
願
を
「
繋
念
定
生
願
」

と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
三
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
有
効
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
安
居
院
澄
憲
の

『
四
十
八
願
釈
』、
こ
れ
は
金
沢
文
庫
に
断
片
の
形
で
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
第
十
八
、
十
九
願
の
解
釈
は
不
明
で
す
が
、
二
十
願

は
衆
生
広
済
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
先
行
の
天
台
文
献
で
は
、
三
願
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
、
あ
る
い
は
パ
ラ

レ
ル
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
隆
寛
は
そ
う
は
見
て
い
ま
せ
ん
。
廻
心
往
生
、
あ
る
い
は
廻
向
往
生
と
い
う
考
え
方
で
三
願
を
関
係
づ
け
て
い
ま
す
。
十
九

願
は
発
菩
提
心
で
成
仏
を
目
指
し
た
人
で
、
聖
道
門
の
人
間
で
す
。
こ
の
人
が
や
が
て
十
八
願
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
十
九
願
は
そ
の
た

め
の
願
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
単
独
で
有
効
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
二
十
願
は
念
仏
諸
行
兼
修
あ
る
い
は
諸
行
往
生
を
目

指
し
た
人
で
、
や
が
て
十
八
願
に
入
っ
て
い
く
。
二
十
願
単
独
で
有
効
で
は
な
く
、
十
八
願
に
入
っ
て
こ
そ
二
十
願
の
意
味
合
い
が
出
て

く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
十
九
、
二
十
願
は
行
者
を
十
八
願
の
ほ
う
に
赴
か
せ
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
三
願
を
解
釈

し
て
い
ま
す
。
三
願
が
個
別
に
有
効
だ
と
は
見
て
い
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
隆
寛
自
身
の
体
験
が
反
映
し
て
い
ま
す
。
弟
子
信
瑞
に
語
っ
て
い
た
言
葉
が
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
あ

り
ま
す
。

先
師
律
師
つ
ね
に
の
玉
は
く
、
隆
寛
こ
そ
十
九
の
願
の
機
よ
、
其
故
は
、
本
と
円
宗
の
菩
提
心
を
発
し
て
、
聖
道
の
出
離
を
期
せ
し

ほ
ど
に
、
末
法
に
生
を
う
け
た
る
身
、
涯
分
を
し
る
故
に
、
聖
道
の
出
離
の
叶
ふ
ま
じ
き
い
は
れ
を
心
得
て
、
浄
土
門
に
入
れ
る
な

り
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本
願
義
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
隆
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に
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文
献
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あ
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択
集
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影
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下
に
あ
る
第
一
号
の
文
献
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あ
る
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の
だ
と
思
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。
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が
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摘
さ
れ
て
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ま
す
。
こ
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以
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の
文
献
と
較
べ
る
と
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
浄
土
宗
的
、
隆
寛

的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
と
対
比
し
ま
す
と
、
隆
寛
の
思
想
的
変
化
は
緩
や
か
に
進
ん
で
い
る
と
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わ
れ
ま
す
。

や
は
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、
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は
五
十
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の
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伝
で
す
し
、
天
台
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教
を
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て
三
講
に
出
仕
し
た
実
績
を
持
ち
ま
す
の
で
、
急
激
に

変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
他
力
信
仰
の
世
界
を
着
実
に
開
拓
し
て
い
っ
た
と
言
え
ま
す
。
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充
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有
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を
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表
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。
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が
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真
学
報
』
に
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さ
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て
い
ま
す
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こ
の
よ
う
な
先
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方
の
探
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を
通
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て
隆
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の
存
在
感
と
い
う
も
の
が
高
ま
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
最
初
の
文
献
、
さ
き
ほ
ど
言
い
ま

し
た
『
弥
陀
本
願
義
』
の
特
徴
を
い
く
つ
か
指
摘
し
ま
す
と
、
随
所
に
『
選
択
集
』
を
踏
ま
え
た
表
現
が
見
え
て
い
ま
す
。
第
十
八
願
解

釈
は
『
選
択
集
』
第
三
章
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
四
十
八
願
の
中
で
第
十
八
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を
中
心
に
見
て
、
第
十
八
願
は
能
摂
で
本
、
四
十

七
願
は
所
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で
末
だ
と
述
べ
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い
ま
す
。
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ら
に
西
方
浄
土
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意
と
い
う
項
目
を
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て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
見
逃
せ
な
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の
は
、
第
十
八
、
十
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、
二
十
の
三
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に
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特
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な
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で
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が
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ま
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あ
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で
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ま
す
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を
「
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来
迎
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を
「
繋
念
定
生
願
」

と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
三
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
有
効
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
安
居
院
澄
憲
の

『
四
十
八
願
釈
』、
こ
れ
は
金
沢
文
庫
に
断
片
の
形
で
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
第
十
八
、
十
九
願
の
解
釈
は
不
明
で
す
が
、
二
十
願

は
衆
生
広
済
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
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べ
て
い
ま
す
。
こ
の
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に
先
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の
天
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で
は
、
三
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れ
が
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で
、
あ
る
い
は
パ
ラ

レ
ル
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
隆
寛
は
そ
う
は
見
て
い
ま
せ
ん
。
廻
心
往
生
、
あ
る
い
は
廻
向
往
生
と
い
う
考
え
方
で
三
願
を
関
係
づ
け
て
い
ま
す
。
十
九

願
は
発
菩
提
心
で
成
仏
を
目
指
し
た
人
で
、
聖
道
門
の
人
間
で
す
。
こ
の
人
が
や
が
て
十
八
願
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
十
九
願
は
そ
の
た

め
の
願
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
単
独
で
有
効
で
は
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
二
十
願
は
念
仏
諸
行
兼
修
あ
る
い
は
諸
行
往
生
を
目

指
し
た
人
で
、
や
が
て
十
八
願
に
入
っ
て
い
く
。
二
十
願
単
独
で
有
効
で
は
な
く
、
十
八
願
に
入
っ
て
こ
そ
二
十
願
の
意
味
合
い
が
出
て

く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
十
九
、
二
十
願
は
行
者
を
十
八
願
の
ほ
う
に
赴
か
せ
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
三
願
を
解
釈

し
て
い
ま
す
。
三
願
が
個
別
に
有
効
だ
と
は
見
て
い
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
隆
寛
自
身
の
体
験
が
反
映
し
て
い
ま
す
。
弟
子
信
瑞
に
語
っ
て
い
た
言
葉
が
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
あ

り
ま
す
。

先
師
律
師
つ
ね
に
の
玉
は
く
、
隆
寛
こ
そ
十
九
の
願
の
機
よ
、
其
故
は
、
本
と
円
宗
の
菩
提
心
を
発
し
て
、
聖
道
の
出
離
を
期
せ
し

ほ
ど
に
、
末
法
に
生
を
う
け
た
る
身
、
涯
分
を
し
る
故
に
、
聖
道
の
出
離
の
叶
ふ
ま
じ
き
い
は
れ
を
心
得
て
、
浄
土
門
に
入
れ
る
な

り
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か
つ
て
菩
提
心
を
発
し
て
成
仏
を
目
指
し
た
が
、
末
法
に
生
き
る
お
の
れ
の
涯
分
を
反
省
し
て
第
十
八
願
に
入
っ
た
の
だ
と
回
顧
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
十
九
願
か
ら
十
八
願
へ
入
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
三
願
解
釈
に
は
、
天
台
顕
教
か
ら
浄
土
宗
の
世
界
へ

転
向
し
て
い
っ
た
実
際
の
道
程
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
ｂ
）
他
力
懺
悔
と
弥
陀
真
実
心

　
さ
ら
に
懺
悔
観
の
変
化
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
慈
円
の
も
と
で
勤
め
た
西
方
懺
法
で
は
、
国
土
に
漂
う
怨
霊
の
罪
障
を
懺
法
儀
礼
に
よ
っ

て
滅
罪
し
ま
す
。
人
間
に
よ
る
自
発
的
・
意
識
的
な
懺
悔
滅
罪
が
必
要
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
考
え
方
が
変
化
し
て
、
隆
寛
は
他

力
懺
悔
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
称
名
に
よ
っ
て
無
量
罪
を
滅
す
る
か
ら
特
別
の
懺
悔
は
必
要
な
く
、
他
力
に
よ
っ
て
滅
罪
す
る

の
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
自
力
的
な
滅
罪
行
為
で
は
な
く
、
他
力
・
念
仏
の
側
に
滅
罪
の
作
用
が
あ
る
と
い
う
主
張
で
す
。
明
ら
か
に
西
方

懺
法
の
懺
悔
観
と
は
異
な
り
ま
す
。
他
力
的
な
懺
悔
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
真
実
心
は
阿
弥
陀
仏
の
側
に
あ
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
早
い
時
期
に
書
か
れ
た

『
弥
陀
本
願
義
』
や
『
滅
罪
劫
数
義
』
に
は
ま
だ
見
え
ま
せ
ん
が
、
法
然
が
亡
く
な
っ
て
書
か
れ
た
『
具
三
心
義
』『
散
善
義
問
答
』『
極

楽
浄
土
宗
義
』
に
こ
の
考
え
が
見
え
て
い
ま
す
。
人
間
は
自
分
の
力
で
真
実
心
に
は
な
れ
な
い
。
真
実
心
と
は
本
質
的
に
阿
弥
陀
仏
の
側

に
あ
る
も
の
で
、
そ
の
真
実
心
に
人
間
が
帰
依
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
心
も
真
実
心
と
な
り
う
る
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の

側
が
真
実
の
基
準
な
の
で
す
。
法
然
は
内
面
を
真
実
心
に
し
な
さ
い
と
『
和
語
燈
録
』
な
ど
で
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
隆
寛
は
、
果
た
し
て
人
間
が
自
分
の
力
で
内
面
を
真
実
に
で
き
る
の
か
と
思
案
し
た
の
で
し
ょ
う
。
人
間
の
内
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

心
自
体
を
真
実
心
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
阿
弥
陀
仏
の
側
に
こ
そ
真
実
心
が
あ
る
の
だ
と
い
う
発
想
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
思
考
は
親
鸞
に
よ
っ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
真
宗
学
で
は
違
和
感
な
く
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
佛
教
大

学
の
授
業
で
、
不
勉
強
な
が
ら
も
親
鸞
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
廻
向
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
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と
を
説
明
し
て
も
、
学
生
さ
ん
は
何
か
掴
み
所
の
な
い
よ
う
な
反
応
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
的
思
考
か
ら
は
違
和
感
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
で
も
日
本
仏
教
史
の
授
業
で
一
コ
マ
を
親
鸞
の
こ
と
に
あ
て
て
い
ま
し
た
が
、
大
教
室
の
授
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
熱
心
な

感
じ
で
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　
本
日
は
、
隆
寛
が
天
台
僧
と
し
て
活
動
し
て
い
た
状
況
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
浄
土
宗
へ
転
向
し
て
い
っ
た
の
か
を
中
心
に

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
意
見
や
ご
批
判
も
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
最
後
に
浄
土
宗
の
浅
学
者
を
招
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
大

谷
大
学
真
宗
学
会
に
お
礼
を
申
し
ま
し
て
、
私
の
話
を
終
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
十
月
二
七
日
の
大
谷
大
学
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
、「
隆
寛
の
思
想
形
成
│
青
蓮
院
門
徒
か
ら
法
然
門
弟
へ
│
」
の
講
演
録

に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。）
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か
つ
て
菩
提
心
を
発
し
て
成
仏
を
目
指
し
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が
、
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す
。
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っ
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い
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こ
と
に
な
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ま
す
。
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三
願
解
釈
に
は
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天
台
顕
教
か
ら
浄
土
宗
の
世
界
へ

転
向
し
て
い
っ
た
実
際
の
道
程
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
ｂ
）
他
力
懺
悔
と
弥
陀
真
実
心
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懺
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逃
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ん
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懺
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懺
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懺
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は
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が
、
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が
亡
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て
書
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た
『
具
三
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義
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散
善
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問
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』『
極
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浄
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宗
義
』
に
こ
の
考
え
が
見
え
て
い
ま
す
。
人
間
は
自
分
の
力
で
真
実
心
に
は
な
れ
な
い
。
真
実
心
と
は
本
質
的
に
阿
弥
陀
仏
の
側

に
あ
る
も
の
で
、
そ
の
真
実
心
に
人
間
が
帰
依
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
心
も
真
実
心
と
な
り
う
る
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の

側
が
真
実
の
基
準
な
の
で
す
。
法
然
は
内
面
を
真
実
心
に
し
な
さ
い
と
『
和
語
燈
録
』
な
ど
で
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
隆
寛
は
、
果
た
し
て
人
間
が
自
分
の
力
で
内
面
を
真
実
に
で
き
る
の
か
と
思
案
し
た
の
で
し
ょ
う
。
人
間
の
内
面
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

心
自
体
を
真
実
心
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
阿
弥
陀
仏
の
側
に
こ
そ
真
実
心
が
あ
る
の
だ
と
い
う
発
想
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
思
考
は
親
鸞
に
よ
っ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
ま
す
の
で
、
真
宗
学
で
は
違
和
感
な
く
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
佛
教
大

学
の
授
業
で
、
不
勉
強
な
が
ら
も
親
鸞
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
が
廻
向
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
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と
を
説
明
し
て
も
、
学
生
さ
ん
は
何
か
掴
み
所
の
な
い
よ
う
な
反
応
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
宗
的
思
考
か
ら
は
違
和
感
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
で
も
日
本
仏
教
史
の
授
業
で
一
コ
マ
を
親
鸞
の
こ
と
に
あ
て
て
い
ま
し
た
が
、
大
教
室
の
授
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
熱
心
な

感
じ
で
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　
本
日
は
、
隆
寛
が
天
台
僧
と
し
て
活
動
し
て
い
た
状
況
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
浄
土
宗
へ
転
向
し
て
い
っ
た
の
か
を
中
心
に

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
意
見
や
ご
批
判
も
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
最
後
に
浄
土
宗
の
浅
学
者
を
招
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
大

谷
大
学
真
宗
学
会
に
お
礼
を
申
し
ま
し
て
、
私
の
話
を
終
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
十
月
二
七
日
の
大
谷
大
学
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演
、「
隆
寛
の
思
想
形
成
│
青
蓮
院
門
徒
か
ら
法
然
門
弟
へ
│
」
の
講
演
録

に
加
筆
・
訂
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。）


