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は
じ
め
に

　
親
鸞
の
思
想
に
お
け
る
「
現
生
正
定
聚
」
の
決
定
的
な
重
要
性
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
て
い
る
。
浄
土
経
典
に
も
と
づ
い
た
伝
統
的
な
教
理
に
よ
れ
ば
、
念
仏
者
は
こ
の
世
の
い
の
ち
が
終
わ
っ
て
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ

で
仏
に
成
る
こ
と
が
定
ま
っ
た
菩
薩
た
ち
の
仲
間
入
り
を
し
、
そ
の
理
想
的
な
環
境
に
お
い
て
完
全
な
目
覚
め
を
実
現
し
て
仏
に
成
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
親
鸞
は
、
は
か
ら
い
を
捨
て
て
信
心
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
念
仏
者
は
、
こ
の
苦
し
み
に
満
ち
た
娑

婆
を
生
き
て
い
る
間
に
、
す
で
に
仏
に
成
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
菩
薩
た
ち
と
同
じ
境
涯
に
入
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
正

定
聚
」
と
い
う
仏
教
者
の
理
想
的
あ
り
方
が
実
現
す
る
時
を
、
浄
土
に
往
生
し
た
あ
と
の
未
来
か
ら
現
生
に
移
し
た
解
釈
は
親
鸞
独
自
の

も
の
で
あ
り
、
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
真
宗
を
際
立
た
せ
る
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
教
理
学
的
見
地
か
ら
す
る
と
「
臨
終
の
の
ち
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
正
定
聚
の
位
に
就
き
仏
に
成
る
」
と
い
う
浄
土
教
の
原
理

か
ら
逸
脱
す
る
特
異
な
説
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
う
る
「
現
生
正
定
聚
」
で
あ
る
が
、
一
切
衆
生
に
目
覚
め
を
も
た
ら
す
こ
と
を
課
題
と
し
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た
大
乗
菩
薩
道
、
さ
ら
に
遡
っ
て
釈
尊
が
説
か
れ
た
慈
悲
の
仏
道
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
な
ら
、
仏
教
の
原
点
へ
と
回
帰
す
る
勝
れ
た
教

説
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
現
生
正
定
聚
」
の
思
想
的
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
作
業

と
し
て
、
親
鸞
が
特
に
「
現
生
」
に
正
定
聚
の
位
に
就
く
べ
き
な
の
だ
と
強
調
す
る
に
い
た
っ
た
歴
史
的
社
会
的
文
脈
に
焦
点
を
当
て
て

み
た
い
。
そ
の
文
脈
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
、
釈
尊
と
親
鸞
に
通
底
す
る
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
に
関
し
て
は
、
真
宗
史
学
を
中
心
に
、
晩
年
の
親
鸞
と
関
東
の
門
弟
た
ち
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
消
息
を
中
心

と
す
る
文
書
の
分
析
に
も
と
づ
い
た
綿
密
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
八
十
代
半
ば
で
長
男
善
鸞
を
義
絶
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ

ど
の
大
き
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
異
義
の
問
題
が
、
親
鸞
晩
年
の
思
想
深
化
の
要
因
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
史
料
を
駆
使
し
た
先

行
研
究
の
多
く
は
説
得
力
が
あ
り
、「
現
生
正
定
聚
」
が
強
調
さ
れ
て
い
く
過
程
は
か
な
り
鮮
明
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

真
宗
の
学
術
的
研
究
に
お
い
て
い
ま
だ
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
重
要
な
契
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
嘉
年
間
（
一
二
五
七

〜
一
二
五
八
）
に
起
き
た
大
規
模
な
自
然
災
害
と
そ
れ
に
起
因
す
る
飢
饉
と
疫
病
の
蔓
延
で
あ
る
。
晩
年
の
親
鸞
が
遭
遇
し
た
こ
の
大
飢

饉
に
着
目
し
、
そ
の
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
重
視
す
る
思
想
解
明
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
吉
本
隆
明
（
一
九
二
四
〜
二
〇
一
二
）
の
『
最

後
の
親
鸞
』（
一
九
七
六
）
で
あ
る
。
小
論
は
そ
の
視
座
に
学
び
、
あ
ら
た
め
て
宗
祖
晩
年
の
思
想
の
中
に
「
現
生
正
定
聚
」
を
位
置
づ

け
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
正
嘉
か
ら
弘
長
の
大
飢
饉

　
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
親
鸞
八
十
五
歳
の
八
月
か
ら
命
終
の
翌
年
、
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
ま
で
の
少
な
く
と
も
七
年
間
、
日
本

列
島
は
大
災
害
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
親
鸞
自
身
が
直
接
こ
の
情
況
に
言
及
す
る
文
書
は
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
書
か
れ
た
『
末

燈
鈔
』
第
六
通
冒
頭
の
「
な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
お
く
の
ひ
と
び
と
の
し
に
あ
い
て
候
う
ら
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
わ
れ

（

）
2

（

）
3

3

に
そ
う
ら
え
」
と
い
う
一
節
を
除
い
て
現
存
し
な
い
た
め
、
親
鸞
の
著
作
を
中
心
と
す
る
真
宗
研
究
に
お
い
て
、
最
晩
年
の
大
災
害
と
い

う
文
脈
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
に
記
さ
れ
た
親
鸞
五
十
九
歳
の
「
寛
喜
の
内
省
」
は
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
中
世
最
大
と
い
わ
れ

る
寛
喜
の
大
飢
饉
（
一
二
三
〇
〜
一
二
三
一
）
と
、「
三
部
経
千
部
読
誦
」
を
試
み
た
四
十
二
歳
の
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
の
旱
魃
に
つ

い
て
は
、
親
鸞
の
生
涯
と
思
想
を
た
ど
る
上
で
「
信
心
の
試
練
」
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
親

鸞
が
そ
の
九
十
年
の
生
涯
を
終
え
た
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
も
、
そ
の
死
を
知
ら
さ
れ
て
恵
信
尼
が
『
消
息
』（
第
三
通
〜
六
通
）
を
書

い
て
い
る
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
も
、
非
常
に
深
刻
な
飢
饉
の
た
だ
中
な
の
で
あ
る
。
そ
の
情
況
を
伝
え
る
恵
信
尼
の
言
葉
、「
こ
の

国
は
、
昨
年
の
作
物
、
殊
に
損
じ
候
い
て
、
あ
さ
ま
し
き
事
に
て
、
お
お
か
た
命
生
く
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
候
う
」（
第
三
通
）、「
一
昨

年
の
霜
月
よ
り
、
昨
年
の
五
月
ま
で
は
、
今
や
今
や
と
、
時
日
を
待
ち
候
い
し
か
ど
も
、
今
日
ま
で
は
、
死
な
で
、
今
年
の
飢
饉
に
や
飢

死
も
せ
ん
ず
ら
ん
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
え
」（
第
四
通
）
と
い
う
一
節
に
注
意
を
払
う
真
宗
学
者
は
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
親
鸞
の
思

想
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
正
嘉
か
ら
弘
長
ま
で
続
い
た
飢
饉
の
文
脈
は
、
寛
喜
の
大
飢
饉
に
も
増
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
飢
饉
の
間
に
親
鸞
が
語
り
記
し
た
法
語
類
、
思
想
深
化
の
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
史
料
が
、「
寛
喜
の
内

省
」
を
伝
え
る
『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
で
に
八
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
て
い
た
親
鸞
で
あ
る
が
、
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
文
応
元
年
に
か
け
て
、
関
東
の
同
朋
の
た
め
に
非
常
に

多
く
の
書
簡
や
法
語
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
の
真
筆
や
入
念
に
写
さ
れ
た
古
写
本
が
高
田
派
の
本
山
専
修
寺
を
中
心
に
大
切
に
伝
承
さ

れ
、
真
宗
史
の
第
一
級
史
料
と
し
て
専
門
家
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
「
善
性
本
」
と
呼
ば
れ
る
『
御
消
息
集
』
に
は
、
正

嘉
元
年
十
月
六
日
か
ら
翌
二
年
十
月
二
十
九
日
の
約
一
年
の
間
に
親
鸞
と
関
東
の
有
力
な
門
弟
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
十
一
通
が
ま
と

め
て
書
写
製
本
さ
れ
て
お
り
、
収
載
文
書
の
成
立
時
期
が
正
嘉
の
大
飢
饉
の
初
期
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の

「
善
性
本
」
研
究
は
、
こ
の
飢
饉
の
文
脈
を
あ
ま
り
考
慮
し
て
い
な
い
が
、
文
面
に
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
悲
惨
な
情
況
を
念
頭
に
置
く
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た
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、
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仏
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に
お
い
て
み
る
な
ら
、
仏
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原
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教
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こ
と
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。
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た
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が
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こ
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歴
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節
を
除
い
て
現
存
し
な
い
た
め
、
親
鸞
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。
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』
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一
節
に
注
意
を
払
う
真
宗
学
者
は
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
親
鸞
の
思

想
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
正
嘉
か
ら
弘
長
ま
で
続
い
た
飢
饉
の
文
脈
は
、
寛
喜
の
大
飢
饉
に
も
増
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
飢
饉
の
間
に
親
鸞
が
語
り
記
し
た
法
語
類
、
思
想
深
化
の
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
史
料
が
、「
寛
喜
の
内

省
」
を
伝
え
る
『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
で
に
八
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
て
い
た
親
鸞
で
あ
る
が
、
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
文
応
元
年
に
か
け
て
、
関
東
の
同
朋
の
た
め
に
非
常
に

多
く
の
書
簡
や
法
語
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ
の
真
筆
や
入
念
に
写
さ
れ
た
古
写
本
が
高
田
派
の
本
山
専
修
寺
を
中
心
に
大
切
に
伝
承
さ

れ
、
真
宗
史
の
第
一
級
史
料
と
し
て
専
門
家
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
「
善
性
本
」
と
呼
ば
れ
る
『
御
消
息
集
』
に
は
、
正

嘉
元
年
十
月
六
日
か
ら
翌
二
年
十
月
二
十
九
日
の
約
一
年
の
間
に
親
鸞
と
関
東
の
有
力
な
門
弟
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
十
一
通
が
ま
と

め
て
書
写
製
本
さ
れ
て
お
り
、
収
載
文
書
の
成
立
時
期
が
正
嘉
の
大
飢
饉
の
初
期
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の

「
善
性
本
」
研
究
は
、
こ
の
飢
饉
の
文
脈
を
あ
ま
り
考
慮
し
て
い
な
い
が
、
文
面
に
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
悲
惨
な
情
況
を
念
頭
に
置
く
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こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
脈
絡
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
う
。
同
時
期
に
関
東
の
同
朋
と
と
も
に
親
鸞
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
声

を
耳
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
唯
円
が
著
し
た
『
歎
異
抄
』
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。「
師
訓
篇
」
と
よ
ば
れ
る
前
半
の
十
章
、
と
く
に
第

四
章
と
五
章
は
、
こ
の
大
災
害
の
渦
中
に
語
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
解
釈
す
る
と
き
、
そ
の
意
義
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

　
こ
の
埋
も
れ
た
文
脈
の
重
要
性
を
理
解
し
、
大
災
害
が
宗
教
的
感
受
性
豊
か
な
人
た
ち
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
を
認
識

す
る
た
め
に
は
、
同
時
代
の
日
蓮
の
変
化
と
対
照
し
て
み
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
で
布
教
し
て
い
た
日
蓮
の
場
合
、
正
嘉
元
年

八
月
の
関
東
南
部
地
震
（
正
嘉
の
大
地
震
）
に
遭
遇
し
、
そ
れ
が
仏
教
者
と
し
て
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
こ
の
地
震
に
つ
い
て
、

『
吾
妻
鏡
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

八
月
二
十
三
日
。
乙
巳
。
晴
。
戌
の
刻
大
地
震
。
音
有
り
。
神
社
仏
閣
一
宇
と
し
て
全
き
こ
と
無
し
。
山
岳
頽
崩
し
、
人
屋
顛
倒
す
。

築
地
皆
悉
く
破
損
し
、
所
々
の
地
裂
け
水
湧
き
出
る
。
中
下
馬
橋
の
辺
地
裂
け
破
れ
、
そ
の
中
よ
り
火
炎
燃
え
出
る
。
色
青
し
と
。

 

（
原
漢
文
）

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
〇
〜
七
・
五
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
大
地
震
の
被
害
は
広
域
に
わ
た
り
、
三
陸
沿
岸
に
津
波
の
被
害
が
出
た
こ

と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
の
壊
滅
的
な
惨
状
は
、
三
十
八
歳
の
日
蓮
に
宗
教
的
な
衝
撃
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
契
機
と

し
て
『
立
正
安
国
論
』
を
執
筆
し
、
文
応
元
年
、
親
鸞
が
『
末
燈
鈔
』
第
六
通
を
書
い
た
同
じ
年
に
、
幕
府
の
最
高
権
力
者
北
条
時
頼
に

提
出
し
て
い
る
。
勘
文
の
体
裁
を
と
っ
た
日
蓮
の
主
著
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
地ち

夭よ
う

　
飢
饉
疫え

き

癘れ
い

　
遍
く
天
下
に
満
ち
、
広
く
地
上
に
迸は

び
こ

る
。
牛
馬
巷ち

ま
た

に
斃た

お

れ
　
骸
骨
路み

ち

に

充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩

と
も
が
ら

す
で
に
大
半
を
超
え
、
之
を
悲
し
ま
ざ
る
族や

か
ら

敢
え
て
一い

ち

人に
ん

も
な
し
。（
原
漢
文
）

「
死
を
招
く
の
輩
す
で
に
大
半
を
超
え
」
と
い
う
表
現
に
は
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
数
年
の
間
に
夥
し
い
数
の
死
者
が
出

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
蓮
は
、
こ
の
危
機
的
状
況
の
原
因
は
禅
や
念
仏
の
流
行
に
あ
る
と
し
て
、『
法
華
経
』
を
国
家
の
中
心

と
す
る
こ
と
に
よ
る
救
済
の
道
を
進
言
し
、
積
極
行
動
主
義
を
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
。
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こ
の
天
変
地
異
が
国
家
存
亡
の
危
機
で
あ
る
と
い
う
日
蓮
の
認
識
そ
の
も
の
は
、
現
代
の
科
学
的
見
地
か
ら
す
る
と
決
し
て
誇
張
と
は

い
え
な
い
。
正
嘉
元
年
の
大
地
震
と
そ
れ
に
続
く
飢
饉
は
、
地
球
規
模
の
大
災
害
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
最
近
分
か
っ
て
き
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
の
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ス
』（
電
子
版
）
は
「
史
上
最
大
級
の
自
然
災
害
に
関
す
る

大
き
な
謎
の
一
つ
が
解
明
さ
れ
た
」
と
し
て
、
一
二
五
七
年
の
五
月
か
ら
十
月
の
間
に
起
き
た
過
去
三
七
〇
〇
年
間
で
最
大
の
火
山
噴
火

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ロ
ン
ボ
ク
島
サ
マ
ラ
ス
山
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
報
じ
て
い
る
。
そ
の
巨
大
噴
火
に
よ
っ
て
成
層
圏

に
ま
で
放
出
さ
れ
た
大
量
の
火
山
ガ
ス
と
火
山
灰
は
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
と
な
っ
て
地
球
全
体
を
覆
っ
て
太
陽
光
を
遮
り
、「
少
な
く
と
も
二

年
間
は
、
気
候
に
影
響
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
大
噴
火
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
火
山
灰
は
、
遠
く
日
本
列
島
に
も
到
達
し
て
い
た

こ
と
が
『
帝
王
編
年
記
』
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
正
嘉
元
年
閏
三
月
二
十
五
日
（
一
二
五
七
年
五
月
十
日
）
の
こ
と
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
旦
、
世
間
に
木
葉
の
灰
燼
に
似
た
る
物
、
天
よ
り
降
る
。
京
中
辺
土
の
者
多
く
不
審
を
成
す
。
但
、
台
岳
の
燒
け
る
時
此
の
如
し

と
。
云
々
。（
原
漢
文
）

五
千
三
百
キ
ロ
も
離
れ
た
京
都
に
「
比
叡
山
（
台
岳
）
が
山
火
事
に
な
っ
た
と
き
の
よ
う
な
」
降
灰
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
一

二
五
七
年
の
サ
マ
ラ
ス
山
噴
火
が
桁
外
れ
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
翌
一
二
五
八
年
は
「
夏
の
な
い
年
」
で
作
物
が
実
ら
ず
、
絶
え
間
な
い
降
雨
に
よ
る
洪
水
で
大
き
な
被
害
が
出
た
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
極
端
な
冷
夏
は
数
年
間
続
い
た
模
様
で
、
多
く
の
餓
死
者
が
出
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
近
年
の

市
街
地
発
掘
調
査
で
は
、
こ
の
時
期
に
埋
葬
さ
れ
た
一
万
五
千
体
の
遺
骨
が
一
七
五
箇
所
の
集
団
墓
地
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当

時
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
五
万
人
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
り
、
主
と
し
て
貧
困
層
の
人
び
と
が
餓
死
し
て
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
は
、
京
都
の
街
も
餓
死
者
が
路
上
に
あ
ふ
れ
、
同
様
の
悲
惨
な
情
況
に
あ
っ
た
こ
と
示
す
史
料
が
残

っ
て
い
る
。『
百
錬
抄
』
の
五
月
五
日
の
条
に
は
、「
近
日
、
十
三
四
ば
か
り
の
小
尼
が
一
条
壬
生
で
死
人
を
破
食
し
て
い
た
」
と
あ
り
、
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こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
脈
絡
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
う
。
同
時
期
に
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の
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と
と
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に
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の
も
と
を
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、
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を
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に
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と
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た
『
歎
異
抄
』
の
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も
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で
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前
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の
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と
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に
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と
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、
こ
の
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災
害
の
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中
に
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た
言
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と
し
て
解
釈
す
る
と
き
、
そ
の
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義
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確
に
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る
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文
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の
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を
理
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が
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で
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う
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た
日
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の
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合
、
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の
関
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部
地
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（
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の
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地
震
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に
遭
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し
、
そ
れ
が
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教
者
と
し
て
の
大
き
な
転
機
と
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た
。
こ
の
地
震
に
つ
い
て
、

『
吾
妻
鏡
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
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八
月
二
十
三
日
。
乙
巳
。
晴
。
戌
の
刻
大
地
震
。
音
有
り
。
神
社
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閣
一
宇
と
し
て
全
き
こ
と
無
し
。
山
岳
頽
崩
し
、
人
屋
顛
倒
す
。

築
地
皆
悉
く
破
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し
、
所
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の
地
裂
け
水
湧
き
出
る
。
中
下
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橋
の
辺
地
裂
け
破
れ
、
そ
の
中
よ
り
火
炎
燃
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出
る
。
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的
な
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を
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う
で
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る
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は
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れ
を
契
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と
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て
『
立
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安
国
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を
執
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し
、
文
応
元
年
、
親
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が
『
末
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鈔
』
第
六
通
を
書
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た
同
じ
年
に
、
幕
府
の
最
高
権
力
者
北
条
時
頼
に

提
出
し
て
い
る
。
勘
文
の
体
裁
を
と
っ
た
日
蓮
の
主
著
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
変
地ち
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う

　
飢
饉
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き

癘れ
い

　
遍
く
天
下
に
満
ち
、
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く
地
上
に
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び
こ

る
。
牛
馬
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ま
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に
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お

れ
　
骸
骨
路み

ち

に

充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩

と
も
が
ら

す
で
に
大
半
を
超
え
、
之
を
悲
し
ま
ざ
る
族や

か
ら

敢
え
て
一い

ち

人に
ん

も
な
し
。（
原
漢
文
）

「
死
を
招
く
の
輩
す
で
に
大
半
を
超
え
」
と
い
う
表
現
に
は
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
数
年
の
間
に
夥
し
い
数
の
死
者
が
出

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
蓮
は
、
こ
の
危
機
的
状
況
の
原
因
は
禅
や
念
仏
の
流
行
に
あ
る
と
し
て
、『
法
華
経
』
を
国
家
の
中
心

と
す
る
こ
と
に
よ
る
救
済
の
道
を
進
言
し
、
積
極
行
動
主
義
を
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
。
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こ
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変
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が
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存
亡
の
危
機
で
あ
る
と
い
う
日
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の
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そ
の
も
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の
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近
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少
な
く
と
も
二

年
間
は
、
気
候
に
影
響
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
大
噴
火
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
火
山
灰
は
、
遠
く
日
本
列
島
に
も
到
達
し
て
い
た

こ
と
が
『
帝
王
編
年
記
』
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
正
嘉
元
年
閏
三
月
二
十
五
日
（
一
二
五
七
年
五
月
十
日
）
の
こ
と
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
旦
、
世
間
に
木
葉
の
灰
燼
に
似
た
る
物
、
天
よ
り
降
る
。
京
中
辺
土
の
者
多
く
不
審
を
成
す
。
但
、
台
岳
の
燒
け
る
時
此
の
如
し

と
。
云
々
。（
原
漢
文
）

五
千
三
百
キ
ロ
も
離
れ
た
京
都
に
「
比
叡
山
（
台
岳
）
が
山
火
事
に
な
っ
た
と
き
の
よ
う
な
」
降
灰
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
一

二
五
七
年
の
サ
マ
ラ
ス
山
噴
火
が
桁
外
れ
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
翌
一
二
五
八
年
は
「
夏
の
な
い
年
」
で
作
物
が
実
ら
ず
、
絶
え
間
な
い
降
雨
に
よ
る
洪
水
で
大
き
な
被
害
が
出
た
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
極
端
な
冷
夏
は
数
年
間
続
い
た
模
様
で
、
多
く
の
餓
死
者
が
出
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
近
年
の

市
街
地
発
掘
調
査
で
は
、
こ
の
時
期
に
埋
葬
さ
れ
た
一
万
五
千
体
の
遺
骨
が
一
七
五
箇
所
の
集
団
墓
地
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当

時
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
五
万
人
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
り
、
主
と
し
て
貧
困
層
の
人
び
と
が
餓
死
し
て
埋
葬
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
は
、
京
都
の
街
も
餓
死
者
が
路
上
に
あ
ふ
れ
、
同
様
の
悲
惨
な
情
況
に
あ
っ
た
こ
と
示
す
史
料
が
残

っ
て
い
る
。『
百
錬
抄
』
の
五
月
五
日
の
条
に
は
、「
近
日
、
十
三
四
ば
か
り
の
小
尼
が
一
条
壬
生
で
死
人
を
破
食
し
て
い
た
」
と
あ
り
、

（

）
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（

）
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（

）
15



6

「
未
曾
有
の
事
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
も
蓮
位
も
、
お
そ
ら
く
唯
円
も
、
こ
の
よ
う
な
飢
餓
状
態
の
京
都
に
生
活
し
て
い
た
こ
と

を
想
う
必
要
が
あ
る
。

　
親
鸞
が
信
頼
を
よ
せ
た
関
東
の
門
弟
の
中
で
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
真
仏
や
覚
信
の
場
合
も
、
そ
の
死
は
何

ら
か
の
形
で
蔓
延
す
る
飢
饉
と
疫
病
に
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
と
も
、
正
嘉
年
間
に
文
字
通
り
「
身
命
を
か
え
り
み
ず
し

て
」
京
都
を
訪
れ
、
親
鸞
の
も
と
に
滞
在
し
て
い
る
。
親
鸞
が
関
東
の
同
朋
の
中
心
的
指
導
者
と
し
て
期
待
し
て
い
た
真
仏
は
、
こ
の
年

の
三
月
八
日
に
五
十
歳
で
命
終
し
て
い
る
。
覚
信
の
場
合
は
、
旅
の
途
中
で
罹
患
し
た
病
を
押
し
て
京
都
に
着
い
た
後
、
十
月
の
初
め
頃
、

親
鸞
と
蓮
位
に
看
取
ら
れ
て
最
期
を
迎
え
て
い
る
。
二
人
の
死
が
、
年
老
い
た
親
鸞
に
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
正
嘉
二
年
十
月
二
十
九
日
付
の
慶き

ょ
う

信し
ん

（
覚
信
の
子
）
に
宛
て
た
蓮
位
添
え
状
の
結
び
に
は
、
咳
の
病
を

患
っ
て
床
に
就
い
て
い
た
親
鸞
に
そ
の
添
え
状
の
内
容
を
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
読
み
上
げ
た
と
こ
ろ
、
覚
信
の
最
期
の
様
子
を
知
ら
せ

る
結
び
の
と
こ
ろ
に
く
る
と
「
御
な
み
だ
を
な
が
さ
せ
た
ま
い
て
候
う
な
り
。
よ
に
あ
わ
れ
に
お
も
わ
せ
た
ま
い
て
候
う
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
「
な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
お
く
の
ひ
と
び
と
の
し
に
あ
い
て
候
う
ら
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
わ
れ
に
そ
う
ら
え
」
と
い

う
『
末
燈
鈔
』
第
六
通
冒
頭
の
一
文
は
、
右
の
よ
う
な
大
飢
饉
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
と
き
、
言
い
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
親
鸞
の
悲

し
み
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、「
た
だ
し
、
生
死
無
常
の
こ
と
わ
り
、
く
わ
し
く
如
来
の
と
き
お
か
せ
お
わ
し

ま
し
て
そ
う
ろ
う
う
え
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」
と
あ
る
の
は
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
然
の

脅
威
や
死
の
現
実
に
直
面
し
て
動
揺
す
る
人
び
と
の
悲
し
み
に
共
感
し
つ
つ
、
菩
薩
道
に
お
け
る
「
忍
」
の
大
切
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
菩
薩
の
「
目
覚
め
」
を
表
す
「

法
ダ
ル
マ
・
ク
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ

忍

」
と
い
う
仏
教
語
は
、「
存
在
（
ダ
ル
マ
）」
と
「
忍
耐

（
ク
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
）」
の
合
成
語
で
、
も
と
も
と
困
難
な
情
況
・
環
境
の
中
で
耐
え
忍
ぶ
力
を
意
味
し
た
。
そ
の
忍
耐
が
、
苦
悩
の
た
だ

中
で
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
衆
生
の
た
め
に
働
き
続
け
る
菩
薩
の
力
と
し
て
、「
覚さ

と

り
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
「
諸
法
の
実
相
に
安
住
す
る
こ

（

）
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（

）
17

（

）
18

7

と
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
末
燈
鈔
』
第
六
通
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
の
が
「
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
人
び
と
の
不
安
を
取
り
除
く
よ
う
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
で
、
次
の
よ
う
に

断
言
し
て
い
る
。

善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
も
う
さ
ず
、
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
い
な
け
れ
ば
、
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
う

な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
お
わ
り
も
め
で
た
く
候
え
。
如
来
の
御
は
か
ら
い
に
て
往
生
す
る
よ
し
、
ひ
と
び
と
も

う
さ
れ
候
い
け
る
、
す
こ
し
も
た
が
わ
ず
候
う
な
り
。
と
し
ご
ろ
、
お
の
お
の
に
も
う
し
候
い
し
こ
と
、
た
が
わ
ず
こ
そ
候
え
。

 

（『
定
親
全
』
三
、
書
簡
篇
七
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
語
ら
れ
た
文
脈
を
考
慮
す
る
な
ら
、
往
生
に
関
し
て
は
臨
終
の
あ
り
方
を
問
題
に
せ
ず
、
生
き
て
い
る
間
に
信
心

決
定
し
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
だ
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
は
、
大
災
害
に
よ
っ
て
家
族
や
知
人
を
失
い
悲
嘆
に
暮
れ
る

人
び
と
に
、
自
信
と
希
望
を
与
え
る
働
き
を
も
つ
慈
悲
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
現
生
正
定
聚
」
は
、
人
間
の
生
と
死
の
厳

し
い
現
実
を
前
に
し
た
「
あ
わ
れ
」
と
い
う
思
い
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
心
（com

passion

「
共
苦
」）
か
ら
説
き
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
絶
望
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
開
か
れ
た
、
現
実
的
に
唯
一
可
能
な
「
目
覚
め
」

と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
正
嘉
年
間
に
親
鸞
と
関
東
の
門
弟
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
や
『
正
像
末
和
讃
』『
唯
信
鈔
文
意
』『
一
念
多
念
文
意
』『
浄
土
三
経
往

生
文
類
』（
広
本
）『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
和
語
聖
教
に
お
い
て
、
如
来
大
悲
の
「
摂
取
不
捨
」
の
働
き
に
よ
り
、
生
き
て
い
る
間

に
正
定
聚
に
住
し
、
必
ず
「
完
全
な
目
覚
め
」
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
正
定
聚
に
住
す
る
「
真
実
信

心
の
念
仏
者
」
は
「
補
処
の
弥
勒
菩
薩
と
お
な
じ
」
あ
る
い
は
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
高
調
し
た
表
現
で
そ
の
尊

厳
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
に
思
想
表
現
が
進
化
発
展
し
た
契
機
に
つ
い
て
文
面
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
多
く
の
人
の
死
と
苦
悩
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
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6

「
未
曾
有
の
事
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
も
蓮
位
も
、
お
そ
ら
く
唯
円
も
、
こ
の
よ
う
な
飢
餓
状
態
の
京
都
に
生
活
し
て
い
た
こ
と

を
想
う
必
要
が
あ
る
。

　
親
鸞
が
信
頼
を
よ
せ
た
関
東
の
門
弟
の
中
で
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
真
仏
や
覚
信
の
場
合
も
、
そ
の
死
は
何

ら
か
の
形
で
蔓
延
す
る
飢
饉
と
疫
病
に
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
両
者
と
も
、
正
嘉
年
間
に
文
字
通
り
「
身
命
を
か
え
り
み
ず
し

て
」
京
都
を
訪
れ
、
親
鸞
の
も
と
に
滞
在
し
て
い
る
。
親
鸞
が
関
東
の
同
朋
の
中
心
的
指
導
者
と
し
て
期
待
し
て
い
た
真
仏
は
、
こ
の
年

の
三
月
八
日
に
五
十
歳
で
命
終
し
て
い
る
。
覚
信
の
場
合
は
、
旅
の
途
中
で
罹
患
し
た
病
を
押
し
て
京
都
に
着
い
た
後
、
十
月
の
初
め
頃
、

親
鸞
と
蓮
位
に
看
取
ら
れ
て
最
期
を
迎
え
て
い
る
。
二
人
の
死
が
、
年
老
い
た
親
鸞
に
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
正
嘉
二
年
十
月
二
十
九
日
付
の
慶き

ょ
う

信し
ん

（
覚
信
の
子
）
に
宛
て
た
蓮
位
添
え
状
の
結
び
に
は
、
咳
の
病
を

患
っ
て
床
に
就
い
て
い
た
親
鸞
に
そ
の
添
え
状
の
内
容
を
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
読
み
上
げ
た
と
こ
ろ
、
覚
信
の
最
期
の
様
子
を
知
ら
せ

る
結
び
の
と
こ
ろ
に
く
る
と
「
御
な
み
だ
を
な
が
さ
せ
た
ま
い
て
候
う
な
り
。
よ
に
あ
わ
れ
に
お
も
わ
せ
た
ま
い
て
候
う
な
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
「
な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
お
く
の
ひ
と
び
と
の
し
に
あ
い
て
候
う
ら
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
わ
れ
に
そ
う
ら
え
」
と
い

う
『
末
燈
鈔
』
第
六
通
冒
頭
の
一
文
は
、
右
の
よ
う
な
大
飢
饉
の
文
脈
に
お
い
て
み
る
と
き
、
言
い
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
親
鸞
の
悲

し
み
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、「
た
だ
し
、
生
死
無
常
の
こ
と
わ
り
、
く
わ
し
く
如
来
の
と
き
お
か
せ
お
わ
し

ま
し
て
そ
う
ろ
う
う
え
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
」
と
あ
る
の
は
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
然
の

脅
威
や
死
の
現
実
に
直
面
し
て
動
揺
す
る
人
び
と
の
悲
し
み
に
共
感
し
つ
つ
、
菩
薩
道
に
お
け
る
「
忍
」
の
大
切
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
菩
薩
の
「
目
覚
め
」
を
表
す
「

法
ダ
ル
マ
・
ク
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ

忍

」
と
い
う
仏
教
語
は
、「
存
在
（
ダ
ル
マ
）」
と
「
忍
耐

（
ク
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
）」
の
合
成
語
で
、
も
と
も
と
困
難
な
情
況
・
環
境
の
中
で
耐
え
忍
ぶ
力
を
意
味
し
た
。
そ
の
忍
耐
が
、
苦
悩
の
た
だ

中
で
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
衆
生
の
た
め
に
働
き
続
け
る
菩
薩
の
力
と
し
て
、「
覚さ

と

り
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
「
諸
法
の
実
相
に
安
住
す
る
こ
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7

と
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
末
燈
鈔
』
第
六
通
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
の
が
「
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
人
び
と
の
不
安
を
取
り
除
く
よ
う
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
で
、
次
の
よ
う
に

断
言
し
て
い
る
。

善
信
が
身
に
は
、
臨
終
の
善
悪
を
ば
も
う
さ
ず
、
信
心
決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
い
な
け
れ
ば
、
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
う

な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
愚
痴
無
智
の
ひ
と
も
お
わ
り
も
め
で
た
く
候
え
。
如
来
の
御
は
か
ら
い
に
て
往
生
す
る
よ
し
、
ひ
と
び
と
も

う
さ
れ
候
い
け
る
、
す
こ
し
も
た
が
わ
ず
候
う
な
り
。
と
し
ご
ろ
、
お
の
お
の
に
も
う
し
候
い
し
こ
と
、
た
が
わ
ず
こ
そ
候
え
。

 

（『
定
親
全
』
三
、
書
簡
篇
七
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
語
ら
れ
た
文
脈
を
考
慮
す
る
な
ら
、
往
生
に
関
し
て
は
臨
終
の
あ
り
方
を
問
題
に
せ
ず
、
生
き
て
い
る
間
に
信
心

決
定
し
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
だ
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
は
、
大
災
害
に
よ
っ
て
家
族
や
知
人
を
失
い
悲
嘆
に
暮
れ
る

人
び
と
に
、
自
信
と
希
望
を
与
え
る
働
き
を
も
つ
慈
悲
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
現
生
正
定
聚
」
は
、
人
間
の
生
と
死
の
厳

し
い
現
実
を
前
に
し
た
「
あ
わ
れ
」
と
い
う
思
い
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
心
（com

passion

「
共
苦
」）
か
ら
説
き
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
絶
望
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
開
か
れ
た
、
現
実
的
に
唯
一
可
能
な
「
目
覚
め
」

と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
正
嘉
年
間
に
親
鸞
と
関
東
の
門
弟
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
や
『
正
像
末
和
讃
』『
唯
信
鈔
文
意
』『
一
念
多
念
文
意
』『
浄
土
三
経
往

生
文
類
』（
広
本
）『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
和
語
聖
教
に
お
い
て
、
如
来
大
悲
の
「
摂
取
不
捨
」
の
働
き
に
よ
り
、
生
き
て
い
る
間

に
正
定
聚
に
住
し
、
必
ず
「
完
全
な
目
覚
め
」
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
正
定
聚
に
住
す
る
「
真
実
信

心
の
念
仏
者
」
は
「
補
処
の
弥
勒
菩
薩
と
お
な
じ
」
あ
る
い
は
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
高
調
し
た
表
現
で
そ
の
尊

厳
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
に
思
想
表
現
が
進
化
発
展
し
た
契
機
に
つ
い
て
文
面
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
多
く
の
人
の
死
と
苦
悩
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（

）
19

（

）
20
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大
飢
饉
が
も
た
ら
す
悲
惨
な
情
況
を
前
に
、
念
仏
者
は
多
く
の
人
の
苦
し
み
に
ど
う
応
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
人
間
が
対
処
で
き
る

レ
ベ
ル
を
超
え
た
圧
倒
的
災
害
の
な
か
で
、
他
力
の
信
に
も
と
づ
い
た
慈
悲
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
働
き
出
る
も
の
な
の
か
。
最
晩
年
の

親
鸞
は
、
関
東
の
心
あ
る
門
弟
と
共
に
こ
の
「
現
実
社
会
が
信
心
に
つ
き
つ
け
る
極
限
の
問
い
」
に
真
剣
に
向
き
合
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
「
念
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
て
、
世
の
い
の
り
に
こ
こ
ろ
を
い
れ
て
、
も
う
し
あ
わ
せ
」
な
が
ら
、
本
願
念
仏
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め

て
い
っ
た
。
正
嘉
年
間
の
重
要
な
書
簡
を
集
め
書
写
し
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
は
、
そ
の
記
録
と
な
る
「
大
切
の
証
文
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
二
年
間
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
深
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

二
　
正
嘉
年
間
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
深
化

　
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
二
年
間
、
親
鸞
の
執
筆
量
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
現
存
す
る
文
書
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
そ
の
生

涯
で
最
も
思
索
と
著
作
に
没
頭
し
た
期
間
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
表
に
し
て
み
る
と
左
の
〔
行
実
表
〕
の
よ
う
に
な
る
が
、

そ
の
集
中
の
密
度
の
濃
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
自
ら
「
目
も
み
え
ず
候
う
。
な
に
ご
と
も
み
な
わ
す
れ
て
候
う
う
え
に
、
ひ
と

な
ど
に
あ
き
ら
か
に
も
う
す
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
候
う
」
と
語
っ
て
い
る
親
鸞
で
あ
る
が
、
そ
の
高
齢
の
身
を
突
き
動
か
し
、
筆
を
執
ら

せ
る
大
き
な
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
二
五
七
年
（
親
鸞
八
十
五
歳
）
か
ら
一
二
五
八
年
（
八
十
六
歳
）
の
二
年
間
の
宗
祖
行
実

年
　
　
号

年
　
齢

月
　
　
　
日

行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実

『
真
宗
聖
典
』
頁

康
元
二
年

（
一
二
五
七
年
）
八
十
五

正
月
一
日

正
月
二
日

正
月
二
日

正
月
十
一
日

正
月
二
十
七
日

★『
西
方
指
南
抄
』
上
末
　
校
合
奥
書

★『
西
方
指
南
抄
』
上
本
　
奥
書

★『
西
方
指
南
抄
』
中
本
　
校
合
奥
書

★『
唯
信
鈔
文
意
』
袖
書
顕
智

★『
唯
信
鈔
文
意
』
袖
書
信
証

五
五
九
頁

（

）
21

（

）
22

（

）
23

（

）
24

9

〈
三
月
十
四
日

二
月
五
日

二
月
九
日
夜
寅
時

二
月
十
七
日

二
月
二
十
七
日

二
月
三
十
日

三
月
二
日

三
月
五
日

三
月
二
十
日

　『
西
方
指
南
抄
』
下
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　
夢
告
和
讃
『
正
像
末
法
和
讃
』（
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
）

★『
一
念
多
念
文
意
』
奥
書

　『
西
方
指
南
抄
』
中
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
真
宗
遺
文
簒
要
）

　『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
広
本
　
奥
書
（
興
正
寺
蔵
）

　『
西
方
指
南
抄
』
上
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　『
西
方
指
南
抄
』
中
末
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

五
〇
〇
頁

五
四
六
頁

四
七
五
頁

改
元
〉

正
嘉
元
年

閏
三
月
一
日

閏
三
月
二
日

閏
三
月
二
十
一
日

五
月
十
一
日

六
月
四
日

八
月
六
日

八
月
十
九
日

十
月
六
日

十
月
十
日

十
月
十
五
日

十
月
二
十
一
日

十
一
月
十
八
日

十
一
月
二
十
六
日

★『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
（
九
首
目
ま
で
真
筆
）　
奥
書

○「
御
消
息
」（
ま
た
五
説
と
い
ふ
は
）

　〈
末
燈
鈔
・
八
〉

　『
如
来
二
種
回
向
文
』
真
仏
書
写
本 

書
写
奥
書

　『
上
宮
太
子
御
記
』
本
奥
書

　『
浄
土
文
類
聚
鈔
延
書
』
本
奥
書

　『
一
念
多
念
証
文
』
本
奥
書

　『
唯
信
鈔
文
意
』
顕
智
書
写
　
正
嘉
本
　
本
奥
書

★「
御
消
息
」
し
の
ぶ
の
御
房
（
真
仏
）
宛
（
た
づ
ね
〜
摂
取
不
捨
）

　〈
善
性
本
・
四
〉

○「
御
消
息
」
性
信 

宛
（
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
か
な
ら
ず
）

　〈
善
性
本
・
五
〉

○「
御
消
息
」
真
仏 

宛
（
こ
れ
は
経
の
文
な
り
）

　〈
善
性
本
・
六
〉

★「
御
消
息
」
浄
信 

宛
（
た
づ
ね
お
お
せ
ら
れ
て
〜
ま
こ
と
の
）

　〈
広
本
・
十
五
〉

　「
御
消
息
」
専
信 

宛
（
お
ほ
せ
候
う
と
こ
ろ
の
〜
往
生
の
業
因
）

　〈
善
性
本
・
七
〉　

　「
御
消
息
」随
信 

宛（
御
た
づ
ね
そ
う
ろ
う
こ
と
は
弥
陀
他
力
の
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
八
〉

六
〇
四
〜
〇
五
頁

四
七
七
頁

五
九
〇
頁

五
九
一
頁

五
九
一
〜
九
二
頁

五
七
九
〜
八
〇
頁

五
九
二
〜
九
三
頁

六
〇
八
〜
〇
九
頁
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大
飢
饉
が
も
た
ら
す
悲
惨
な
情
況
を
前
に
、
念
仏
者
は
多
く
の
人
の
苦
し
み
に
ど
う
応
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
人
間
が
対
処
で
き
る

レ
ベ
ル
を
超
え
た
圧
倒
的
災
害
の
な
か
で
、
他
力
の
信
に
も
と
づ
い
た
慈
悲
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
働
き
出
る
も
の
な
の
か
。
最
晩
年
の

親
鸞
は
、
関
東
の
心
あ
る
門
弟
と
共
に
こ
の
「
現
実
社
会
が
信
心
に
つ
き
つ
け
る
極
限
の
問
い
」
に
真
剣
に
向
き
合
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

ら
は
「
念
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
て
、
世
の
い
の
り
に
こ
こ
ろ
を
い
れ
て
、
も
う
し
あ
わ
せ
」
な
が
ら
、
本
願
念
仏
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め

て
い
っ
た
。
正
嘉
年
間
の
重
要
な
書
簡
を
集
め
書
写
し
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
は
、
そ
の
記
録
と
な
る
「
大
切
の
証
文
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
二
年
間
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
深
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

二
　
正
嘉
年
間
に
お
け
る
親
鸞
思
想
の
深
化

　
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
二
年
間
、
親
鸞
の
執
筆
量
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
現
存
す
る
文
書
か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
そ
の
生

涯
で
最
も
思
索
と
著
作
に
没
頭
し
た
期
間
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
表
に
し
て
み
る
と
左
の
〔
行
実
表
〕
の
よ
う
に
な
る
が
、

そ
の
集
中
の
密
度
の
濃
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
自
ら
「
目
も
み
え
ず
候
う
。
な
に
ご
と
も
み
な
わ
す
れ
て
候
う
う
え
に
、
ひ
と

な
ど
に
あ
き
ら
か
に
も
う
す
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
候
う
」
と
語
っ
て
い
る
親
鸞
で
あ
る
が
、
そ
の
高
齢
の
身
を
突
き
動
か
し
、
筆
を
執
ら

せ
る
大
き
な
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
二
五
七
年
（
親
鸞
八
十
五
歳
）
か
ら
一
二
五
八
年
（
八
十
六
歳
）
の
二
年
間
の
宗
祖
行
実

年
　
　
号

年
　
齢

月
　
　
　
日

行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実

『
真
宗
聖
典
』
頁

康
元
二
年

（
一
二
五
七
年
）
八
十
五

正
月
一
日

正
月
二
日

正
月
二
日

正
月
十
一
日

正
月
二
十
七
日

★『
西
方
指
南
抄
』
上
末
　
校
合
奥
書

★『
西
方
指
南
抄
』
上
本
　
奥
書

★『
西
方
指
南
抄
』
中
本
　
校
合
奥
書

★『
唯
信
鈔
文
意
』
袖
書
顕
智

★『
唯
信
鈔
文
意
』
袖
書
信
証

五
五
九
頁

（

）
21

（

）
22

（

）
23

（

）
24

9

〈
三
月
十
四
日

二
月
五
日

二
月
九
日
夜
寅
時

二
月
十
七
日

二
月
二
十
七
日

二
月
三
十
日

三
月
二
日

三
月
五
日

三
月
二
十
日

　『
西
方
指
南
抄
』
下
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　
夢
告
和
讃
『
正
像
末
法
和
讃
』（
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
）

★『
一
念
多
念
文
意
』
奥
書

　『
西
方
指
南
抄
』
中
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
真
宗
遺
文
簒
要
）

　『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
広
本
　
奥
書
（
興
正
寺
蔵
）

　『
西
方
指
南
抄
』
上
本
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

　『
西
方
指
南
抄
』
中
末
（
直
弟
〈
真
仏
〉
本
、
書
写
奥
書
）

五
〇
〇
頁

五
四
六
頁

四
七
五
頁

改
元
〉

正
嘉
元
年

閏
三
月
一
日

閏
三
月
二
日

閏
三
月
二
十
一
日

五
月
十
一
日

六
月
四
日

八
月
六
日

八
月
十
九
日

十
月
六
日

十
月
十
日

十
月
十
五
日

十
月
二
十
一
日

十
一
月
十
八
日

十
一
月
二
十
六
日

★『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
（
九
首
目
ま
で
真
筆
）　
奥
書

○「
御
消
息
」（
ま
た
五
説
と
い
ふ
は
）

　〈
末
燈
鈔
・
八
〉

　『
如
来
二
種
回
向
文
』
真
仏
書
写
本 

書
写
奥
書

　『
上
宮
太
子
御
記
』
本
奥
書

　『
浄
土
文
類
聚
鈔
延
書
』
本
奥
書

　『
一
念
多
念
証
文
』
本
奥
書

　『
唯
信
鈔
文
意
』
顕
智
書
写
　
正
嘉
本
　
本
奥
書

★「
御
消
息
」
し
の
ぶ
の
御
房
（
真
仏
）
宛
（
た
づ
ね
〜
摂
取
不
捨
）

　〈
善
性
本
・
四
〉

○「
御
消
息
」
性
信 

宛
（
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
か
な
ら
ず
）

　〈
善
性
本
・
五
〉

○「
御
消
息
」
真
仏 

宛
（
こ
れ
は
経
の
文
な
り
）

　〈
善
性
本
・
六
〉

★「
御
消
息
」
浄
信 

宛
（
た
づ
ね
お
お
せ
ら
れ
て
〜
ま
こ
と
の
）

　〈
広
本
・
十
五
〉

　「
御
消
息
」
専
信 
宛
（
お
ほ
せ
候
う
と
こ
ろ
の
〜
往
生
の
業
因
）

　〈
善
性
本
・
七
〉　

　「
御
消
息
」随
信 

宛（
御
た
づ
ね
そ
う
ろ
う
こ
と
は
弥
陀
他
力
の
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
八
〉

六
〇
四
〜
〇
五
頁

四
七
七
頁

五
九
〇
頁

五
九
一
頁

五
九
一
〜
九
二
頁

五
七
九
〜
八
〇
頁

五
九
二
〜
九
三
頁

六
〇
八
〜
〇
九
頁



10

正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
年
）
八
十
六

二
月
十
二
日

二
月
十
八
日

二
月
二
十
五
日

三
月
八
日

五
月
五
日

五
月
五
日

六
月
二
十
八
日

七
月
十
三
日

九
月
二
十
四
日

九
月
下
旬
〜
十
月
上
旬

十
月
十
日

十
月
二
十
九
日
（
頃
）

十
月
二
十
九
日

十
二
月

　「
御
消
息
」
浄
信 

上
書
（
無
碍
光
如
来
の
慈
悲
光
明
に
）

　〈
善
性
本
・
二
の
イ
〉

　『
三
部
経
大
意
』
真
仏
書
写
本
奥
書

★「
御
消
息
」
浄
信 

宛
（
如
来
の
誓
願
を
信
ず
る
心
の
さ
だ
ま
る
時
）

　〈
善
性
本
・
二
の
ロ
、
ハ
〉

　「
御
消
息
」
慶き
ょ
う

西さ
い 

宛
（
諸
仏
称
名
の
願
と
も
う
し
）

〈
広
本
・
十
八
〉

　〈
真
仏
　
示
寂
〉

　「
御
消
息
」
け
う
や
う
の
御
房 

宛
（
御
ふ
み
く
は
し
く
〜
誓
願
）

　〈
末
燈
鈔
・
九
〉

「
御
消
息
」
し
ゃ
う
し
ん
の
御
房 

宛
（
御
ふ
み
く
は
し
く
〜
一
念

発
起
信
心
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
〉

★『
尊
号
真
像
銘
文
』　
広
本
　
奥
書

　「
御
消
息
」　
有
阿
弥
陀
仏 

宛
（
た
づ
ね
〜
念
仏
不
審
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
二
〉

　『
正
像
末
法
和
讃
』
顕
智
書
写
本
　
本
奥
書

　〈
覚
信
　
示
寂
〉

★「
御
消
息
」　
慶き
ょ
う

信し
ん

　
上
書
（
畏
申
候
）

　〈
善
性
本
・
一
の
イ
〉　

★「
御
消
息
」　
慶
信
　
上
書
　
親
鸞
が
加
筆（
南
无
阿
弥
陀
仏
を
）

　〈
善
性
本
・
一
の
ハ
〉

　
蓮
位
添
状
　
慶
信 

宛
（
こ
の
御
ふ
み
の
や
う
）

　〈
善
性
本
・
三
﹇
一
の
ハ
の
添
え
書
き
﹈〉

○「
御
消
息
」
顕
智
自
筆
本
奥
書
（
獲
字
は
因
位
の
と
き
）
自
然
法
爾

　〈
末
燈
鈔
・
五
〉

五
八
八
頁

五
八
八
〜
八
九
頁

五
八
一
〜
八
二
頁

六
〇
五
頁

六
〇
五
〜
〇
六
頁

五
三
三
頁

六
〇
六
〜
〇
七
頁

五
八
三
〜
八
五
頁

五
八
五
頁

五
八
五
〜
八
八
頁

六
〇
二
〜
〇
三
頁

 

（
★ 
は
真
筆
が
現
存
。
○
は
発
信
年
が
確
か
な
消
息
、
そ
の
他
は
推
定
に
よ
る
）

11

　
こ
の
二
年
間
の
執
筆
活
動
に
つ
い
て
は
、
内
容
の
上
か
ら
前
半
と
後
半
に
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
、
正
嘉
元
年
八
月

十
九
日
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
顕
智
書
写
本
奥
書
ま
で
は
、
前
年
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
末
の
善
鸞
義
絶
以
降
に
取
り
組
ま
れ
た
法

然
と
聖
徳
太
子
に
関
す
る
真
摯
な
学
び
直
し
の
成
果
を
関
東
の
門
弟
に
伝
え
る
著
作
群
で
あ
る
。
後
半
、
正
嘉
元
年
十
月
六
日
の
「
し
の

ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
宛
の
書
簡
か
ら
は
関
東
の
門
弟
の
問
い
に
答
え
る
手
紙
が
中
心
に
な
り
、『
末
燈
鈔
』
第
五
通
、
正
嘉
二
年
十
二
月

の
「
自
然
法
爾
」
の
法
語
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。「
現
生
正
定
聚
」
は
前
半
と
後
半
に
一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
後
半
、
正

嘉
元
年
十
月
以
降
の
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
収
め
ら
れ
る
書
簡
に
お
い
て
は
、「
摂
取
不
捨
」
を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
が
集
中
的
に
行

な
わ
れ
、
門
弟
の
間
に
関
心
と
理
解
が
広
ま
っ
て
い
く
様
子
が
確
認
で
き
る
。

　
自
然
災
害
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
前
半
の
著
作
群
を
執
筆
中
の
康
元
二
年
二
月
二
十
三
日
に
京
師
大
地
震
、
三
月
三
日
に
は
熊
野
大
地

震
が
あ
り
、
正
嘉
元
年
閏
三
月
二
十
五
日
に
は
サ
マ
ラ
ス
山
の
巨
大
噴
火
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
降
灰
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
正
嘉
元

年
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
三
陸
沿
岸
の
津
波
の
被
害
は
、
前
半
と
後
半
を
分
け
る
時
期
に
起
こ
っ
て
い
る
。
康
元
二
年
の
初

め
か
ら
顕
智
と
と
も
に
京
都
の
親
鸞
の
も
と
に
滞
在
し
た
真
仏
は
、『
西
方
指
南
抄
』・『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）・『
如
来
二
種
回
向

文
』
な
ど
こ
の
時
期
の
重
要
な
著
作
に
つ
い
て
面
授
口
伝
を
受
け
、
そ
れ
ら
の
真
筆
や
写
本
を
携
え
て
九
月
ま
で
に
は
関
東
に
帰
っ
て
い

る
。
真
仏
は
関
東
の
被
災
の
情
況
を
目
に
し
て
親
鸞
に
も
手
紙
で
知
ら
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
真
仏
、
性
信
、
浄
信
、
専
信
、
随
信
、
覚
信
、
慶
信
な
ど
厚
い
信
頼
で
結
ば
れ
た
関
東
の
同
行
と
の
間
に
消
息
の

や
り
と
り
が
頻
繁
に
な
り
、
そ
の
内
容
に
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
書
簡
の
綿
密
な
読
解
を

行
な
っ
た
常
磐
井
和
子
は
、「
何
か
相
当
強
力
な
指
導
力
が
、
時
期
を
同
じ
く
し
、
広
範
囲
に
及
ん
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
書
簡
の
特
異
性
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
、
一
斉
に
広
範
囲
に
強
力
な
指
導
力
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
契
機
と
し
て

は
、
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
津
波
の
被
災
を
想
定
す
る
こ
と
が
最
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、

こ
の
八
月
二
十
三
日
ま
で
の
前
半
と
十
月
六
日
以
後
の
後
半
に
分
け
て
、
こ
の
二
年
間
の
著
作
に
現
れ
た
「
現
生
正
定
聚
」
の
思
想
表
現

（

）
25
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正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
年
）
八
十
六

二
月
十
二
日

二
月
十
八
日

二
月
二
十
五
日

三
月
八
日

五
月
五
日

五
月
五
日

六
月
二
十
八
日

七
月
十
三
日

九
月
二
十
四
日

九
月
下
旬
〜
十
月
上
旬

十
月
十
日

十
月
二
十
九
日
（
頃
）

十
月
二
十
九
日

十
二
月

　「
御
消
息
」
浄
信 

上
書
（
無
碍
光
如
来
の
慈
悲
光
明
に
）

　〈
善
性
本
・
二
の
イ
〉

　『
三
部
経
大
意
』
真
仏
書
写
本
奥
書

★「
御
消
息
」
浄
信 

宛
（
如
来
の
誓
願
を
信
ず
る
心
の
さ
だ
ま
る
時
）

　〈
善
性
本
・
二
の
ロ
、
ハ
〉

　「
御
消
息
」
慶き
ょ
う

西さ
い 

宛
（
諸
仏
称
名
の
願
と
も
う
し
）

〈
広
本
・
十
八
〉

　〈
真
仏
　
示
寂
〉

　「
御
消
息
」
け
う
や
う
の
御
房 

宛
（
御
ふ
み
く
は
し
く
〜
誓
願
）

　〈
末
燈
鈔
・
九
〉

「
御
消
息
」
し
ゃ
う
し
ん
の
御
房 

宛
（
御
ふ
み
く
は
し
く
〜
一
念

発
起
信
心
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
〉

★『
尊
号
真
像
銘
文
』　
広
本
　
奥
書

　「
御
消
息
」　
有
阿
弥
陀
仏 

宛
（
た
づ
ね
〜
念
仏
不
審
）

　〈
末
燈
鈔
・
十
二
〉

　『
正
像
末
法
和
讃
』
顕
智
書
写
本
　
本
奥
書

　〈
覚
信
　
示
寂
〉

★「
御
消
息
」　
慶き
ょ
う

信し
ん

　
上
書
（
畏
申
候
）

　〈
善
性
本
・
一
の
イ
〉　

★「
御
消
息
」　
慶
信
　
上
書
　
親
鸞
が
加
筆（
南
无
阿
弥
陀
仏
を
）

　〈
善
性
本
・
一
の
ハ
〉

　
蓮
位
添
状
　
慶
信 

宛
（
こ
の
御
ふ
み
の
や
う
）

　〈
善
性
本
・
三
﹇
一
の
ハ
の
添
え
書
き
﹈〉

○「
御
消
息
」
顕
智
自
筆
本
奥
書
（
獲
字
は
因
位
の
と
き
）
自
然
法
爾

　〈
末
燈
鈔
・
五
〉

五
八
八
頁

五
八
八
〜
八
九
頁

五
八
一
〜
八
二
頁

六
〇
五
頁

六
〇
五
〜
〇
六
頁

五
三
三
頁

六
〇
六
〜
〇
七
頁

五
八
三
〜
八
五
頁

五
八
五
頁

五
八
五
〜
八
八
頁

六
〇
二
〜
〇
三
頁

 

（
★ 

は
真
筆
が
現
存
。
○
は
発
信
年
が
確
か
な
消
息
、
そ
の
他
は
推
定
に
よ
る
）

11

　
こ
の
二
年
間
の
執
筆
活
動
に
つ
い
て
は
、
内
容
の
上
か
ら
前
半
と
後
半
に
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
、
正
嘉
元
年
八
月

十
九
日
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
顕
智
書
写
本
奥
書
ま
で
は
、
前
年
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
末
の
善
鸞
義
絶
以
降
に
取
り
組
ま
れ
た
法

然
と
聖
徳
太
子
に
関
す
る
真
摯
な
学
び
直
し
の
成
果
を
関
東
の
門
弟
に
伝
え
る
著
作
群
で
あ
る
。
後
半
、
正
嘉
元
年
十
月
六
日
の
「
し
の

ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
宛
の
書
簡
か
ら
は
関
東
の
門
弟
の
問
い
に
答
え
る
手
紙
が
中
心
に
な
り
、『
末
燈
鈔
』
第
五
通
、
正
嘉
二
年
十
二
月

の
「
自
然
法
爾
」
の
法
語
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。「
現
生
正
定
聚
」
は
前
半
と
後
半
に
一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
後
半
、
正

嘉
元
年
十
月
以
降
の
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
収
め
ら
れ
る
書
簡
に
お
い
て
は
、「
摂
取
不
捨
」
を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
が
集
中
的
に
行

な
わ
れ
、
門
弟
の
間
に
関
心
と
理
解
が
広
ま
っ
て
い
く
様
子
が
確
認
で
き
る
。

　
自
然
災
害
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
前
半
の
著
作
群
を
執
筆
中
の
康
元
二
年
二
月
二
十
三
日
に
京
師
大
地
震
、
三
月
三
日
に
は
熊
野
大
地

震
が
あ
り
、
正
嘉
元
年
閏
三
月
二
十
五
日
に
は
サ
マ
ラ
ス
山
の
巨
大
噴
火
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
降
灰
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
正
嘉
元

年
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
三
陸
沿
岸
の
津
波
の
被
害
は
、
前
半
と
後
半
を
分
け
る
時
期
に
起
こ
っ
て
い
る
。
康
元
二
年
の
初

め
か
ら
顕
智
と
と
も
に
京
都
の
親
鸞
の
も
と
に
滞
在
し
た
真
仏
は
、『
西
方
指
南
抄
』・『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）・『
如
来
二
種
回
向

文
』
な
ど
こ
の
時
期
の
重
要
な
著
作
に
つ
い
て
面
授
口
伝
を
受
け
、
そ
れ
ら
の
真
筆
や
写
本
を
携
え
て
九
月
ま
で
に
は
関
東
に
帰
っ
て
い

る
。
真
仏
は
関
東
の
被
災
の
情
況
を
目
に
し
て
親
鸞
に
も
手
紙
で
知
ら
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
真
仏
、
性
信
、
浄
信
、
専
信
、
随
信
、
覚
信
、
慶
信
な
ど
厚
い
信
頼
で
結
ば
れ
た
関
東
の
同
行
と
の
間
に
消
息
の

や
り
と
り
が
頻
繁
に
な
り
、
そ
の
内
容
に
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
書
簡
の
綿
密
な
読
解
を

行
な
っ
た
常
磐
井
和
子
は
、「
何
か
相
当
強
力
な
指
導
力
が
、
時
期
を
同
じ
く
し
、
広
範
囲
に
及
ん
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
書
簡
の
特
異
性
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
、
一
斉
に
広
範
囲
に
強
力
な
指
導
力
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
契
機
と
し
て

は
、
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
津
波
の
被
災
を
想
定
す
る
こ
と
が
最
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、

こ
の
八
月
二
十
三
日
ま
で
の
前
半
と
十
月
六
日
以
後
の
後
半
に
分
け
て
、
こ
の
二
年
間
の
著
作
に
現
れ
た
「
現
生
正
定
聚
」
の
思
想
表
現

（

）
25
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の
発
展
過
程
を
確
認
し
た
い
。

三
　
康
元
二
年
正
月
か
ら
正
嘉
元
年
八
月
ま
で
の
著
作
群

　
康
元
二
年
は
、
元
旦
に
『
西
方
指
南
抄
』（
上
末
）
の
校
合
奥
書
を
書
い
て
一
年
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
は
、
前
年

の
善
鸞
義
絶
以
来
の
集
中
し
た
思
索
の
成
果
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
真
仏
・
顕
智
な
ど
の
指
導
者
を
通
し
て
関
東
の
同
朋
に
伝
え
る
こ
と
に

努
力
を
傾
注
し
て
い
る
。
親
鸞
晩
年
の
思
想
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来
事
と
し
て
関
東
に
お
け
る
「
造
悪
無
碍
」
や
「
自
力
作

善
」
と
い
っ
た
自
力
の
は
か
ら
い
に
も
と
づ
く
異
義
の
蔓
延
が
あ
っ
た
が
、
念
仏
者
を
取
り
巻
く
関
東
の
情
況
は
混
乱
を
極
め
、
名
代
と

し
て
送
っ
た
長
男
の
慈
信
房
善
鸞
を
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十
九
日
付
け
の
消
息
で
義
絶
す
る
と
い
う
悲
劇
的
な
形
で
事
件
は

一
応
の
決
着
を
み
る
。
八
十
四
歳
の
親
鸞
は
、
こ
の
善
鸞
事
件
を
通
し
て
、
真
実
信
心
を
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
切
に
感
じ
た
に
違

い
な
い
。
深
い
悲
し
み
の
中
で
、
こ
の
晩
年
に
お
と
ず
れ
た
精
神
的
危
機
を
克
服
す
べ
く
、
法
然
と
出
会
っ
て
以
来
の
自
ら
の
歩
み
を
反

省
す
る
徹
底
的
な
学
び
と
思
索
を
続
け
た
よ
う
だ
。
義
絶
か
ら
二
ヶ
月
後
の
七
月
二
十
五
日
に
は
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
上
下
巻
の
加
点

を
終
え
、
十
月
に
は
法
然
の
遺
文
を
集
め
た
大
部
の
『
西
方
指
南
抄
』
を
書
き
始
め
て
い
る
。

　
年
が
明
け
て
一
二
五
七
年
前
半
は
、
京
都
を
訪
ね
て
き
た
真
仏
・
顕
智
・
専
信
ら
に
こ
の
間
の
思
索
の
成
果
を
正
式
に
伝
授
し
た
期
間

で
あ
る
。
関
東
の
門
弟
に
託
し
た
著
作
に
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
よ
う
に
、
善
鸞

義
絶
以
前
に
成
立
し
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
推
敲
を
加
え
加
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

推
敲
・
加
筆
が
「
現
生
正
定
聚
」「
還
相
回
向
」
に
関
わ
る
部
分
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
真
仏
や
顕
智
に
面
授
す
る
過
程
で
そ
の

重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
一
段
と
深
ま
り
、
文
章
の
入
念
な
推
敲
が
な
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（

）
26

13

（
1
）『
唯
信
鈔
文
意
』

　
晩
年
の
親
鸞
の
思
想
を
表
す
著
作
群
の
う
ち
で
最
初
期
の
内
容
を
示
す
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
場
合
、
現
生
正
定
聚
に
つ
い
て
は
、
聖
覚

の
『
唯
信
鈔
』
に
引
用
さ
れ
る
『
五
会
法
事
讃
』
の
「
観
音
勢
至
自
来
迎
」
と
い
う
句
を
説
明
す
る
段
の
「
自
」
と
「
迎
」
の
字
義
を
解

釈
す
る
文
脈
の
中
に
述
べ
ら
れ
る
。
康
元
二
年
正
月
か
ら
正
嘉
元
年
八
月
の
九
箇
月
間
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
み
る
と
、
正
月
十
一
日
と

二
十
七
日
に
書
か
れ
た
真
蹟
二
本
に
は
二
箇
所
（
左
の
①
ｂ
・
ｃ
）、
八
月
十
九
日
の
奥
書
を
も
つ
顕
智
書
写
本
に
は
三
箇
所
（
②
ａ
・

ｂ
・
ｃ
）「
正
定
聚
」
の
用
例
が
あ
る
。
正
月
の
真
筆
本
と
八
月
の
顕
智
書
写
本
を
比
較
対
照
す
る
と
、
後
者
に
お
い
て
「
正
定
聚
」「
无

上
覚
」「
等
正
覚
」「
補
処
の
弥
勒
」
な
ど
が
加
筆
さ
れ
、「
現
生
正
定
聚
」
が
思
想
的
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

①
正
月
二
十
一
日
真
筆
本

（
ａ
）
誓
願
眞
實
の
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
攝
取
不
捨
の
御
ち

か
ひ
に
お
さ
め
と
り
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
行
人
の
は
か

ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
憶
念
自
然
な
る
な

り
、
こ
の
信
心
お
こ
る
こ
と
も
釋
迦
の
慈
父
・
彌
陀
の
悲
母
の
方

便
に
よ
り
て
お
こ
る
な
り
、
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し

と
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
一
五
九
頁
）

②
八
月
十
九
日
顕
智
書
写
本
（
傍
線
部
が
推
敲
加
筆
部
分
）

（
ａ
）
誓
願
眞
實
の
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
攝
取
不
捨
の
御
ち

か
ひ
に
お
さ
め
と
り
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
、
行
人
の
は

か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
、
正
定
聚
の
く

ら
ゐ
に
住
す
と
い
ふ
。
こ
の
こ
こ
ろ
な
れ
ば
、
憶
念
の
心
自
然
に

お
こ
る
な
り
。
こ
の
信
心
の
お
こ
る
こ
と
も
、
釋
迦
の
慈
父
・
彌

陀
の
悲
母
の
方
便
に
よ
り
て
无
上
の
信
心
を
發
起
せ
し
め
た
ま
ふ

と
み
え
た
り
。
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し
。

 

（『
影
印
高
田
古
典
』
第
四
巻
、
四
四
八
〜
九
頁
）

（

）
27

（

）
28

（

）
31
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の
発
展
過
程
を
確
認
し
た
い
。

三
　
康
元
二
年
正
月
か
ら
正
嘉
元
年
八
月
ま
で
の
著
作
群

　
康
元
二
年
は
、
元
旦
に
『
西
方
指
南
抄
』（
上
末
）
の
校
合
奥
書
を
書
い
て
一
年
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
は
、
前
年

の
善
鸞
義
絶
以
来
の
集
中
し
た
思
索
の
成
果
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
真
仏
・
顕
智
な
ど
の
指
導
者
を
通
し
て
関
東
の
同
朋
に
伝
え
る
こ
と
に

努
力
を
傾
注
し
て
い
る
。
親
鸞
晩
年
の
思
想
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来
事
と
し
て
関
東
に
お
け
る
「
造
悪
無
碍
」
や
「
自
力
作

善
」
と
い
っ
た
自
力
の
は
か
ら
い
に
も
と
づ
く
異
義
の
蔓
延
が
あ
っ
た
が
、
念
仏
者
を
取
り
巻
く
関
東
の
情
況
は
混
乱
を
極
め
、
名
代
と

し
て
送
っ
た
長
男
の
慈
信
房
善
鸞
を
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十
九
日
付
け
の
消
息
で
義
絶
す
る
と
い
う
悲
劇
的
な
形
で
事
件
は

一
応
の
決
着
を
み
る
。
八
十
四
歳
の
親
鸞
は
、
こ
の
善
鸞
事
件
を
通
し
て
、
真
実
信
心
を
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
切
に
感
じ
た
に
違

い
な
い
。
深
い
悲
し
み
の
中
で
、
こ
の
晩
年
に
お
と
ず
れ
た
精
神
的
危
機
を
克
服
す
べ
く
、
法
然
と
出
会
っ
て
以
来
の
自
ら
の
歩
み
を
反

省
す
る
徹
底
的
な
学
び
と
思
索
を
続
け
た
よ
う
だ
。
義
絶
か
ら
二
ヶ
月
後
の
七
月
二
十
五
日
に
は
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
上
下
巻
の
加
点

を
終
え
、
十
月
に
は
法
然
の
遺
文
を
集
め
た
大
部
の
『
西
方
指
南
抄
』
を
書
き
始
め
て
い
る
。

　
年
が
明
け
て
一
二
五
七
年
前
半
は
、
京
都
を
訪
ね
て
き
た
真
仏
・
顕
智
・
専
信
ら
に
こ
の
間
の
思
索
の
成
果
を
正
式
に
伝
授
し
た
期
間

で
あ
る
。
関
東
の
門
弟
に
託
し
た
著
作
に
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
よ
う
に
、
善
鸞

義
絶
以
前
に
成
立
し
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
推
敲
を
加
え
加
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

推
敲
・
加
筆
が
「
現
生
正
定
聚
」「
還
相
回
向
」
に
関
わ
る
部
分
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
真
仏
や
顕
智
に
面
授
す
る
過
程
で
そ
の

重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
一
段
と
深
ま
り
、
文
章
の
入
念
な
推
敲
が
な
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（

）
26

13

（
1
）『
唯
信
鈔
文
意
』

　
晩
年
の
親
鸞
の
思
想
を
表
す
著
作
群
の
う
ち
で
最
初
期
の
内
容
を
示
す
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
場
合
、
現
生
正
定
聚
に
つ
い
て
は
、
聖
覚

の
『
唯
信
鈔
』
に
引
用
さ
れ
る
『
五
会
法
事
讃
』
の
「
観
音
勢
至
自
来
迎
」
と
い
う
句
を
説
明
す
る
段
の
「
自
」
と
「
迎
」
の
字
義
を
解

釈
す
る
文
脈
の
中
に
述
べ
ら
れ
る
。
康
元
二
年
正
月
か
ら
正
嘉
元
年
八
月
の
九
箇
月
間
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
み
る
と
、
正
月
十
一
日
と

二
十
七
日
に
書
か
れ
た
真
蹟
二
本
に
は
二
箇
所
（
左
の
①
ｂ
・
ｃ
）、
八
月
十
九
日
の
奥
書
を
も
つ
顕
智
書
写
本
に
は
三
箇
所
（
②
ａ
・

ｂ
・
ｃ
）「
正
定
聚
」
の
用
例
が
あ
る
。
正
月
の
真
筆
本
と
八
月
の
顕
智
書
写
本
を
比
較
対
照
す
る
と
、
後
者
に
お
い
て
「
正
定
聚
」「
无

上
覚
」「
等
正
覚
」「
補
処
の
弥
勒
」
な
ど
が
加
筆
さ
れ
、「
現
生
正
定
聚
」
が
思
想
的
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

①
正
月
二
十
一
日
真
筆
本

（
ａ
）
誓
願
眞
實
の
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
攝
取
不
捨
の
御
ち

か
ひ
に
お
さ
め
と
り
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
行
人
の
は
か

ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
憶
念
自
然
な
る
な

り
、
こ
の
信
心
お
こ
る
こ
と
も
釋
迦
の
慈
父
・
彌
陀
の
悲
母
の
方

便
に
よ
り
て
お
こ
る
な
り
、
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し

と
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
一
五
九
頁
）

②
八
月
十
九
日
顕
智
書
写
本
（
傍
線
部
が
推
敲
加
筆
部
分
）

（
ａ
）
誓
願
眞
實
の
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
攝
取
不
捨
の
御
ち

か
ひ
に
お
さ
め
と
り
て
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
て
、
行
人
の
は

か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
、
正
定
聚
の
く

ら
ゐ
に
住
す
と
い
ふ
。
こ
の
こ
こ
ろ
な
れ
ば
、
憶
念
の
心
自
然
に

お
こ
る
な
り
。
こ
の
信
心
の
お
こ
る
こ
と
も
、
釋
迦
の
慈
父
・
彌

陀
の
悲
母
の
方
便
に
よ
り
て
无
上
の
信
心
を
發
起
せ
し
め
た
ま
ふ

と
み
え
た
り
。
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し
。

 

（『
影
印
高
田
古
典
』
第
四
巻
、
四
四
八
〜
九
頁
）

（

）
27

（

）
28

（

）
31
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（
ｂ
）
選
擇
不
思
議
の
本
願
・
无
上
智
慧
の
尊
号
を
き
ゝ
て
、
一

念
も
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を
眞
實
信
心
と
い
ふ
な
り
、
金
剛
心

と
も
な
づ
く
。
こ
の
信
楽
を
う
る
と
き
、
か
な
ら
ず
攝
取
し
て
す

て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な

り
。 

（
同
、
一
六
〇
頁
〜
一
六
一
頁
）

（
ｂ
）
選
擇
﹇
不
思
議
の
﹈
本
願
の
尊
号
、
无
上
智
慧
の
信
心
を

き
ゝ
て
、
一
念
も
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
眞
實
信
心
と
い

ふ
。
こ
の
信
心
を
う
れ
ば
等
正
覺
に
い
た
り
て
、
補
處
の
彌
勒
に

お
な
じ
く
し
て
、
无
上
覺
を
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
す
な
わ
ち
正

定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な
り
。 

（
同
、
四
五
三
頁
）

（
ｃ
）
卽
得
往
生
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
、

す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
ふ
、
不
退

転
に
住
す
と
い
ふ
は
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
と

の
た
ま
ふ
御
の
り
な
り
、
こ
れ
を
卽
得
往
生
と
は
も
う
す
な
り
。

卽
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
は
と
き
を
へ
ず
日
を

へ
だ
て
ぬ
を
い
ふ
な
り
。 
（
同
、
一
六
一
頁
）

（
ｃ
）
卽
得
往
生
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
、

す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
ふ
、
不
退

転
に
住
す
と
い
ふ
は
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な

り
、
成
等
正
覺
と
も
い
へ
り
。
こ
れ
を
卽
得
往
生
と
い
ふ
な
り
。

卽
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
は
と
き
を
へ
ず
日
を

へ
だ
て
ぬ
を
い
ふ
な
り
。 

（
同
、
四
五
四
〜
五
頁
）

（
2
）『
一
念
多
念
文
意
』

　
二
月
十
七
日
に
書
か
れ
た
『
一
念
多
念
文
意
』（
真
筆
本
）
の
場
合
、「
正
定
聚
」
の
用
例
は
全
編
に
渡
っ
て
八
箇
所
に
お
よ
び
、「
現
生

正
定
聚
」
が
「
文
意
」
説
明
部
分
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
田
舎
の
人
び
と
の
た
め
に
「
や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ

ん
と
て
、
お
な
じ
こ
と
を
、
と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
り
」
と
い
う
後
書
き
の
通
り
、「
現
生
正
定
聚
」
の
意
味
を
繰
り
返

し
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。
右
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
用
例
（
ｃ
）
に
相
当
す
る
、
本
願
成
就
文
を
逐
語
釈
す
る
箇
所
は
、『
一
念
多
念

文
意
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（

）
29

（

）
32

（

）
30

（

）
33
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卽
得
往
生
と
い
ふ
は
、
卽
は
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
と
き
を
へ
ず
、
日
お
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
卽
は
つ
く
と
い
ふ
、
そ
の
く
ら

ゐ
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
得
は
、
う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
ふ
、
眞
實
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
无
碍
光
佛

の
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
攝
取
し
て
、
す
て
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
攝
は
お
さ
め
た
ま
ふ
、
取
は
む
か
え
と
る
と
ま
ふ
す
な
り
。
お
さ
め

と
り
た
ま
ふ
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
日
お
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る

な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
一
二
七
頁
〜
一
二
八
頁
）

　
こ
こ
で
「
正
定
聚
」
に
は
「
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
な
り
」
と
左
訓
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
あ
と
第
十
一
願
（
必
至
滅
度
）
と
そ
の

成
就
文
が
引
用
さ
れ
、
後
者
の
「
其
有
衆
生
　
生
彼
国
者
　
皆
悉
住
於
正
定
之
聚
」
と
い
う
漢
文
は
「
そ
れ
衆
生
あ
っ
て
、
か
の
く
に
に

う
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
」
と
い
う
よ
う
に
延
べ
書
き
さ
れ
て
お
り
、
ま
だ
浄
土
に
生
ま
れ
て
い

な
い
願
生
者
が
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
住
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
3
）『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回
向
文
』

　
右
の
点
に
つ
い
て
、
三
月
二
日
に
書
写
さ
れ
た
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

念
佛
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
眞
實
報
土
に
い

た
る
。
こ
れ
は
阿
彌
陀
如
來
の
往
相
廻
向
の
眞
因
な
る
が
ゆ
へ
に
无
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
、
こ
れ
を
『
大
經
』
の
宗
致
と
す
。

こ
の
ゆ
へ
に
大
經
往
生
と
ま
ふ
す
、
ま
た
難
思
議
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
二
一
頁
）

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
は
、
親
鸞
八
十
三
歳
の
と
き
に
略
本
が
成
立
し
て
い
る
が
、
広
本
で
は
大
経
往
生
（
難
思
議
往
生
）
の
部
分
の

結
び
に
、『
如
来
二
種
回
向
文
』
を
も
と
に
還
相
回
向
の
要
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
に
注
意
さ
れ
る
。

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
行
業
・
信
心
・
証
果
と
し
て
第
十

七
願
（
諸
仏
称
名
）・
第
十
八
願
（
念
仏
往
生
）・
第
十
一
願
（
必
至
滅
度
）
を
引
き
、
そ
の
悲
願
の
成
就
と
し
て
現
生
正
定
聚
を
位
置
づ

（

）
34

（

）
35

（

）
36
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（
ｂ
）
選
擇
不
思
議
の
本
願
・
无
上
智
慧
の
尊
号
を
き
ゝ
て
、
一

念
も
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を
眞
實
信
心
と
い
ふ
な
り
、
金
剛
心

と
も
な
づ
く
。
こ
の
信
楽
を
う
る
と
き
、
か
な
ら
ず
攝
取
し
て
す

て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な

り
。 

（
同
、
一
六
〇
頁
〜
一
六
一
頁
）

（
ｂ
）
選
擇
﹇
不
思
議
の
﹈
本
願
の
尊
号
、
无
上
智
慧
の
信
心
を

き
ゝ
て
、
一
念
も
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
眞
實
信
心
と
い

ふ
。
こ
の
信
心
を
う
れ
ば
等
正
覺
に
い
た
り
て
、
補
處
の
彌
勒
に

お
な
じ
く
し
て
、
无
上
覺
を
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
す
な
わ
ち
正

定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な
り
。 

（
同
、
四
五
三
頁
）

（
ｃ
）
卽
得
往
生
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
、

す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
ふ
、
不
退

転
に
住
す
と
い
ふ
は
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
と

の
た
ま
ふ
御
の
り
な
り
、
こ
れ
を
卽
得
往
生
と
は
も
う
す
な
り
。

卽
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
は
と
き
を
へ
ず
日
を

へ
だ
て
ぬ
を
い
ふ
な
り
。 

（
同
、
一
六
一
頁
）

（
ｃ
）
卽
得
往
生
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
、

す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
ふ
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
ふ
、
不
退

転
に
住
す
と
い
ふ
は
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な

り
、
成
等
正
覺
と
も
い
へ
り
。
こ
れ
を
卽
得
往
生
と
い
ふ
な
り
。

卽
は
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
は
と
き
を
へ
ず
日
を

へ
だ
て
ぬ
を
い
ふ
な
り
。 

（
同
、
四
五
四
〜
五
頁
）

（
2
）『
一
念
多
念
文
意
』

　
二
月
十
七
日
に
書
か
れ
た
『
一
念
多
念
文
意
』（
真
筆
本
）
の
場
合
、「
正
定
聚
」
の
用
例
は
全
編
に
渡
っ
て
八
箇
所
に
お
よ
び
、「
現
生

正
定
聚
」
が
「
文
意
」
説
明
部
分
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
田
舎
の
人
び
と
の
た
め
に
「
や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ

ん
と
て
、
お
な
じ
こ
と
を
、
と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
り
」
と
い
う
後
書
き
の
通
り
、「
現
生
正
定
聚
」
の
意
味
を
繰
り
返

し
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。
右
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
用
例
（
ｃ
）
に
相
当
す
る
、
本
願
成
就
文
を
逐
語
釈
す
る
箇
所
は
、『
一
念
多
念

文
意
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（

）
29

（

）
32

（

）
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（

）
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卽
得
往
生
と
い
ふ
は
、
卽
は
、
す
な
わ
ち
と
い
ふ
、
と
き
を
へ
ず
、
日
お
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
卽
は
つ
く
と
い
ふ
、
そ
の
く
ら

ゐ
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
得
は
、
う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
ふ
、
眞
實
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
无
碍
光
佛

の
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
攝
取
し
て
、
す
て
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
攝
は
お
さ
め
た
ま
ふ
、
取
は
む
か
え
と
る
と
ま
ふ
す
な
り
。
お
さ
め

と
り
た
ま
ふ
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
日
お
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
へ
る

な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
一
二
七
頁
〜
一
二
八
頁
）

　
こ
こ
で
「
正
定
聚
」
に
は
「
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
な
り
」
と
左
訓
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
あ
と
第
十
一
願
（
必
至
滅
度
）
と
そ
の

成
就
文
が
引
用
さ
れ
、
後
者
の
「
其
有
衆
生
　
生
彼
国
者
　
皆
悉
住
於
正
定
之
聚
」
と
い
う
漢
文
は
「
そ
れ
衆
生
あ
っ
て
、
か
の
く
に
に

う
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
」
と
い
う
よ
う
に
延
べ
書
き
さ
れ
て
お
り
、
ま
だ
浄
土
に
生
ま
れ
て
い

な
い
願
生
者
が
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
住
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
3
）『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回
向
文
』

　
右
の
点
に
つ
い
て
、
三
月
二
日
に
書
写
さ
れ
た
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
は
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

念
佛
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
眞
實
報
土
に
い

た
る
。
こ
れ
は
阿
彌
陀
如
來
の
往
相
廻
向
の
眞
因
な
る
が
ゆ
へ
に
无
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
、
こ
れ
を
『
大
經
』
の
宗
致
と
す
。

こ
の
ゆ
へ
に
大
經
往
生
と
ま
ふ
す
、
ま
た
難
思
議
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
二
一
頁
）

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
は
、
親
鸞
八
十
三
歳
の
と
き
に
略
本
が
成
立
し
て
い
る
が
、
広
本
で
は
大
経
往
生
（
難
思
議
往
生
）
の
部
分
の

結
び
に
、『
如
来
二
種
回
向
文
』
を
も
と
に
還
相
回
向
の
要
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
に
注
意
さ
れ
る
。

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
行
業
・
信
心
・
証
果
と
し
て
第
十

七
願
（
諸
仏
称
名
）・
第
十
八
願
（
念
仏
往
生
）・
第
十
一
願
（
必
至
滅
度
）
を
引
き
、
そ
の
悲
願
の
成
就
と
し
て
現
生
正
定
聚
を
位
置
づ

（

）
34

（

）
35

（

）
36
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け
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
還
相
回
向
に
つ
い
て
第
二
十
二
願
（
一
生
補
処
）
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
還
相
回
向
の
願
、「
大
慈

大
悲
の
願
」
に
よ
っ
て
、
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
就
い
た
念
仏
者
、「
成
等
正
覚
」
と
も
「
補
処
の
弥
勒
に
同
じ
」
と
も
い
わ
れ
る
真
実

信
心
の
行
者
の
上
に
、
還
相
の
菩
薩
と
同
様
の
利
他
の
働
き
が
現
れ
出
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
親
鸞
が
第
二
十
二
願
を
「
大
慈
大
悲
の
願
」「
大
慈
大
悲
誓
願
」
と
呼
ぶ
の
は
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回

向
文
』
に
限
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
意
味
で
「
大
慈
大
悲
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
や
『
正
像
末
法
和
讃
』
な
ど
、

晩
年
の
こ
の
時
期
の
著
作
に
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
「
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、

い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
時
期

の
還
相
回
向
に
関
す
る
思
索
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
は
、
還
相
回
向
の
願
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
大
経
往
生
を
ま
と
め
て
い
る
。

如
來
の
二
種
の
廻
向
に
よ
り
て
、
眞
實
の
信
樂
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
、
他
力
と
ま
ふ
す

な
り
。

し
か
れ
ば
、『
無む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
う
ば
だ
い
し
ゃ
が
ん
し
ょ
う
げ
に

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
曰い

わ
く

。「
云い

か
ん
が
え
こ
う
し
た
ま
え
る

何

回

向
。
不い

っ
さ
い
く
の
う
の
し
ゅ
じ
ょ
う
を
す
て
ず
し
て

捨
一
切
苦
悩
衆
生
、
心し

ん
に
つ
ね
に
さ
が
ん
す
ら
く

常

作

願
、

回え
こ
う
を
し
ゅ
と
し
て
だ
い
ひ
し
ん
を
じ
ょ
う
じ
ゅ
す
る
こ
と
を
え
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
と
の
た
ま
え
り

向

為

首

得

成

就

大

悲

心

故
」
こ
れ
は
『
大
无
量
壽
經
』
の
宗
致
と
し
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
難
思
議
往
生
と

ま
ふ
す
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
二
八
頁
）

　
真
仏
が
閏
三
月
二
十
一
日
に
書
写
し
た
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

こ
れ
は
如
来
の
還
相
廻
向
の
御
ち
か
ひ
な
り
。
こ
れ
は
他
力
の
還
相
廻
向
な
れ
ば
、
自
利
・
利
他
と
も
に
行
者
の
願
樂
に
あ
ら
ず
。

法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
り
。
他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
と
、
大
師
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
。
よ
く
よ
く
こ
の
選
擇
悲
願
を

こ
ゝ
ろ
え
た
ま
ふ
べ
し
。 

（
同
、
二
二
〇
頁
）

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」
と
い
う
如
来
の
大
悲
は
、「（
浄
土
に
）
往
く
・
還
る
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
を
も
つ
働
き
と
な
っ
て

（

）
37
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衆
生
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
。
そ
の
働
き
（「
人
を
動
か
す
力
」））
が
衆
生
の
心
に
現
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
の
生
に
変
容
を
も
た

ら
し
、
自
然
で
柔
軟
な
「
動
き
」
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
く
。
大
悲
心
が
成
就
す
る
の
は
、
そ
の
動
き
が
連
続
無
窮
に
継
続
す
る
こ
と
に

よ
る
。
正
定
聚
に
住
し
「
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
そ
の
誓
願
を
成
就
し
続
け
る
と
こ
ろ
の
還
相
回
向

の
流
れ
に
入
り
、
そ
れ
に
同
化
し
て
い
く
過
程
が
始
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
他
力
を
受
容
す
る
こ
と
と
、
そ
の
働
き
に
同
化
す
る
こ
と
は
、

自
我
の
「
は
か
ら
い
」
が
残
っ
て
い
る
現
生
に
お
い
て
は
自
然
に
連
続
し
な
い
け
れ
ど
、「
た
だ
念
仏
し
て
」「
愚
者
と
な
る
」
と
き
に
は

自
ず
か
ら
一
致
す
る
。
法
然
の
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
は
「
現
生
正
定
聚
」
を
「
大

慈
大
悲
」
に
結
び
つ
け
る
思
索
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
教
行
信
証
』
信
巻
に
説
か
れ
る
念
仏
者
の
現
生
十
益
の
う
ち
、

最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
「
入
正
定
聚
」
と
「
常
行
大
悲
」
を
、
還
相
回
向
を
通
し
て
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）

　
現
生
正
定
聚
と
二
種
回
向
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
和
讃
の
中
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

正
嘉
元
年
閏
三
月
一
日
の
奥
書
が
あ
る
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
の
冒
頭
四
首
は
、
現
生
正
定
聚
と
還
相
回
向
と
い
う
主
題
で
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
一
首
目
）
五
十
六
億
七
千
萬
　
彌
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念
佛
往
生
信
ず
れ
ば
　
こ
の
た
び
さ
と
り
は
ひ
ら
く
べ
し

　
　
　
（
二
首
目
）
念
佛
往
生
の
願
に
よ
り
　
等
正
覺
に
い
た
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
「
等
正
覚
」
左
訓
：
正
定
聚
の
位
を
い
う
な
り
　
弥
勒
を
等
正
覚
と
も
う
す
な
り

　
　
　
（
三
首
目
）
眞
實
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
　
す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば

（

）
38
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け
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て
還
相
回
向
に
つ
い
て
第
二
十
二
願
（
一
生
補
処
）
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
還
相
回
向
の
願
、「
大
慈

大
悲
の
願
」
に
よ
っ
て
、
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
就
い
た
念
仏
者
、「
成
等
正
覚
」
と
も
「
補
処
の
弥
勒
に
同
じ
」
と
も
い
わ
れ
る
真
実

信
心
の
行
者
の
上
に
、
還
相
の
菩
薩
と
同
様
の
利
他
の
働
き
が
現
れ
出
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
親
鸞
が
第
二
十
二
願
を
「
大
慈
大
悲
の
願
」「
大
慈
大
悲
誓
願
」
と
呼
ぶ
の
は
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
と
『
如
来
二
種
回

向
文
』
に
限
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
意
味
で
「
大
慈
大
悲
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
や
『
正
像
末
法
和
讃
』
な
ど
、

晩
年
の
こ
の
時
期
の
著
作
に
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
「
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、

い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
時
期

の
還
相
回
向
に
関
す
る
思
索
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
は
、
還
相
回
向
の
願
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
大
経
往
生
を
ま
と
め
て
い
る
。

如
來
の
二
種
の
廻
向
に
よ
り
て
、
眞
實
の
信
樂
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
、
他
力
と
ま
ふ
す

な
り
。

し
か
れ
ば
、『
無む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
う
ば
だ
い
し
ゃ
が
ん
し
ょ
う
げ
に

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
曰い

わ
く

。「
云い

か
ん
が
え
こ
う
し
た
ま
え
る

何

回

向
。
不い

っ
さ
い
く
の
う
の
し
ゅ
じ
ょ
う
を
す
て
ず
し
て

捨
一
切
苦
悩
衆
生
、
心し

ん
に
つ
ね
に
さ
が
ん
す
ら
く

常

作

願
、

回え
こ
う
を
し
ゅ
と
し
て
だ
い
ひ
し
ん
を
じ
ょ
う
じ
ゅ
す
る
こ
と
を
え
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
と
の
た
ま
え
り

向

為

首

得

成

就

大

悲

心

故
」
こ
れ
は
『
大
无
量
壽
經
』
の
宗
致
と
し
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
難
思
議
往
生
と

ま
ふ
す
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
、
和
文
篇
二
八
頁
）

　
真
仏
が
閏
三
月
二
十
一
日
に
書
写
し
た
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

こ
れ
は
如
来
の
還
相
廻
向
の
御
ち
か
ひ
な
り
。
こ
れ
は
他
力
の
還
相
廻
向
な
れ
ば
、
自
利
・
利
他
と
も
に
行
者
の
願
樂
に
あ
ら
ず
。

法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
り
。
他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
と
、
大
師
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
。
よ
く
よ
く
こ
の
選
擇
悲
願
を

こ
ゝ
ろ
え
た
ま
ふ
べ
し
。 

（
同
、
二
二
〇
頁
）

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」
と
い
う
如
来
の
大
悲
は
、「（
浄
土
に
）
往
く
・
還
る
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
を
も
つ
働
き
と
な
っ
て

（

）
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衆
生
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
。
そ
の
働
き
（「
人
を
動
か
す
力
」））
が
衆
生
の
心
に
現
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
の
生
に
変
容
を
も
た

ら
し
、
自
然
で
柔
軟
な
「
動
き
」
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
く
。
大
悲
心
が
成
就
す
る
の
は
、
そ
の
動
き
が
連
続
無
窮
に
継
続
す
る
こ
と
に

よ
る
。
正
定
聚
に
住
し
「
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
そ
の
誓
願
を
成
就
し
続
け
る
と
こ
ろ
の
還
相
回
向

の
流
れ
に
入
り
、
そ
れ
に
同
化
し
て
い
く
過
程
が
始
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
他
力
を
受
容
す
る
こ
と
と
、
そ
の
働
き
に
同
化
す
る
こ
と
は
、

自
我
の
「
は
か
ら
い
」
が
残
っ
て
い
る
現
生
に
お
い
て
は
自
然
に
連
続
し
な
い
け
れ
ど
、「
た
だ
念
仏
し
て
」「
愚
者
と
な
る
」
と
き
に
は

自
ず
か
ら
一
致
す
る
。
法
然
の
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
は
「
現
生
正
定
聚
」
を
「
大

慈
大
悲
」
に
結
び
つ
け
る
思
索
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
教
行
信
証
』
信
巻
に
説
か
れ
る
念
仏
者
の
現
生
十
益
の
う
ち
、

最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
「
入
正
定
聚
」
と
「
常
行
大
悲
」
を
、
還
相
回
向
を
通
し
て
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
）『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）

　
現
生
正
定
聚
と
二
種
回
向
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
和
讃
の
中
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

正
嘉
元
年
閏
三
月
一
日
の
奥
書
が
あ
る
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
の
冒
頭
四
首
は
、
現
生
正
定
聚
と
還
相
回
向
と
い
う
主
題
で
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
一
首
目
）
五
十
六
億
七
千
萬
　
彌
勒
菩
薩
は
と
し
を
へ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念
佛
往
生
信
ず
れ
ば
　
こ
の
た
び
さ
と
り
は
ひ
ら
く
べ
し

　
　
　
（
二
首
目
）
念
佛
往
生
の
願
に
よ
り
　
等
正
覺
に
い
た
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
「
等
正
覚
」
左
訓
：
正
定
聚
の
位
を
い
う
な
り
　
弥
勒
を
等
正
覚
と
も
う
す
な
り

　
　
　
（
三
首
目
）
眞
實
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
　
す
な
わ
ち
定
聚
に
い
り
ぬ
れ
ば

（

）
38



18

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
處
の
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
无
上
覺
を
証
す
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
「
无
上
覚
」
左
訓
：
大
般
涅
槃
を
も
う
す
な
り

　
　
　
（
四
首
目
）
南
无
阿
彌
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば
　
衆
善
海
水
の
ご
と
く
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
清
淨
の
善
み
に
え
た
り
　
ひ
と
し
く
衆
生
に
廻
向
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
二
句
目
左
訓
：
弥
陀
の
功
徳
の
際
な
き
こ
と
を
海
の
水
に
譬
ふ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
三
句
目
左
訓
：
ナ
モ
ア
ミ
タ
フ
チ
と
称
う
れ
ば
　
名
号
に
お
さ
ま
れ
る
功
徳
善
根
を
　
み
な
賜
る
と
知
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
四
行
目
左
訓
：
名
号
の
功
徳
善
根
を
　
よ
ろ
ず
の
衆
生
に
与
う
べ
し
と
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
三
頁
）

こ
の
四
首
目
は
、
龍
樹
『
十
二
礼
』
の
回
向
文
「
我
説
彼
尊
功
徳
事
　
衆
善
無
辺
如
海
水
　
所
獲
善
根
清
浄
者
　
回
施
衆
生
生
彼
国
」
を

和
讃
に
し
た
も
の
で
、
前
年
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
に
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
の
再
治
を
終
え
て
そ
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
顕
智
書
写
本
の

段
階
で
は
、
一
句
目
は
原
漢
文
の
意
味
に
近
い
形
で
「
南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
け
る
に
は
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
の
無
量
の

功
徳
を
説
く
能
化
と
し
て
の
釈
迦
や
諸
仏
・
菩
薩
が
主
語
と
な
り
、
そ
の
還
相
の
働
き
を
表
す
の
で
、
七
高
僧
の
徳
を
讃
え
る
和
讃
集
の

回
向
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
意
味
を
も
つ
。『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
お
い
て
は
「
南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
」
と
改
め
ら

れ
、
主
語
が
名
号
を
称
え
る
念
仏
者
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
正
定
聚
に
住
す
る
念
仏
者
は
、
還
相
の
菩
薩
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
の
身
に
受
け
た
回
向
の
働
き
の
担
い
手
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
は
、
十
八
首
目
か
ら
二
十
三
首
目
な
ど
、
ほ
か
に
も
同
様
の
思
考
の
流
れ
を
表
す
和
讃
が
含
ま
れ
て

い
る
。
中
で
も
二
十
首
目
は
正
定
聚
に
お
け
る
利
他
の
働
き
を
強
調
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　
（
二
十
首
目
）
如
來
の
廻
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
佛
心
を
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
一
句
目
左
訓
：
弥
陀
の
本
願
を
我
ら
に
あ
た
え
た
ま
い
た
る
を
回
向
と
申
す
な
り

（

）
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（

）
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＊
四
句
目
左
訓
：
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
有
情
と
は
い
う
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
七
頁
）

　
ま
た
二
十
三
首
目
は
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
思
想
の
指
標
と
な
る
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
い
う
定
型
表
現
が
、
回
向
の
働
き
と
現
生
正

定
聚
の
必
然
的
つ
な
が
り
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
十
三
首
目
）
弥
陀
智
願
の
廻
向
の
　
信
楽
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
等
正
覺
に
は
い
た
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
二
句
目
左
訓
：
真
実
信
心
を
う
る
人
と
い
う
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
三
句
目
左
訓
：
信
心
の
人
を
弥
陀
如
来
お
さ
め
と
り
給
う
と
申
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
四
句
目
左
訓
：
正
定
聚
の
位
に
至
る
と
知
る
べ
し
と
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
八
頁
）

　
「
摂
取
不
捨
」
は
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
　
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
い
う
『
観
経
』
真
身
観
の
一
節
に
由
来
し
、
法
然
も
よ
く
用
い

た
言
葉
な
の
で
、
当
時
の
念
仏
者
に
は
「
他
力
回
向
」「
本
願
力
回
向
」
と
い
っ
た
専
門
的
術
語
に
比
べ
る
と
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
親

鸞
も
本
願
成
就
文
を
説
明
す
る
文
脈
で
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
利
益
」
と
結
び
つ
け
た
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と

い
う
定
型
句
は
、「
現
生
正
定
聚
」
の
思
索
を
深
め
て
い
た
こ
の
時
期
の
親
鸞
が
感
得
し
た
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
本
願
力
回
向
の
働
き

が
す
べ
て
の
念
仏
者
に
お
よ
び
、
そ
の
力
を
受
容
し
た
も
の
に
「
真
実
の
利
」
が
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
表
現
と
し
て
、『
正
像

末
法
和
讃
』
に
二
例
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
二
例
が
あ
り
、『
歎
異
抄
』
第
一
章
冒
頭
に
唯
円
が
記
し
た
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。『
正
像
末
法
和
讃
』
に
お
け
る
も
う
一
例
は
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
を
代
表
す
る
二
月
九
日
の
夢
告
和
讃
で
あ
る
。
草
稿
本
で
は

三
十
五
首
目
に
以
下
の
よ
う
に
特
記
し
て
編
入
さ
れ
、
翌
正
嘉
二
年
九
月
の
顕
智
書
写
本
で
は
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
、『
御
消
息
集
』（
善
性

本
）
に
は
巻
尾
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く

（

）
41（

）
42
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補
處
の
彌
勒
に
お
な
じ
く
て
　
无
上
覺
を
証
す
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
「
无
上
覚
」
左
訓
：
大
般
涅
槃
を
も
う
す
な
り

　
　
　
（
四
首
目
）
南
无
阿
彌
陀
佛
を
と
な
ふ
れ
ば
　
衆
善
海
水
の
ご
と
く
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
清
淨
の
善
み
に
え
た
り
　
ひ
と
し
く
衆
生
に
廻
向
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
二
句
目
左
訓
：
弥
陀
の
功
徳
の
際
な
き
こ
と
を
海
の
水
に
譬
ふ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
三
句
目
左
訓
：
ナ
モ
ア
ミ
タ
フ
チ
と
称
う
れ
ば
　
名
号
に
お
さ
ま
れ
る
功
徳
善
根
を
　
み
な
賜
る
と
知
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
四
行
目
左
訓
：
名
号
の
功
徳
善
根
を
　
よ
ろ
ず
の
衆
生
に
与
う
べ
し
と
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
三
頁
）

こ
の
四
首
目
は
、
龍
樹
『
十
二
礼
』
の
回
向
文
「
我
説
彼
尊
功
徳
事
　
衆
善
無
辺
如
海
水
　
所
獲
善
根
清
浄
者
　
回
施
衆
生
生
彼
国
」
を

和
讃
に
し
た
も
の
で
、
前
年
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
に
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
の
再
治
を
終
え
て
そ
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
顕
智
書
写
本
の

段
階
で
は
、
一
句
目
は
原
漢
文
の
意
味
に
近
い
形
で
「
南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
け
る
に
は
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
の
無
量
の

功
徳
を
説
く
能
化
と
し
て
の
釈
迦
や
諸
仏
・
菩
薩
が
主
語
と
な
り
、
そ
の
還
相
の
働
き
を
表
す
の
で
、
七
高
僧
の
徳
を
讃
え
る
和
讃
集
の

回
向
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
意
味
を
も
つ
。『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
お
い
て
は
「
南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
」
と
改
め
ら

れ
、
主
語
が
名
号
を
称
え
る
念
仏
者
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
正
定
聚
に
住
す
る
念
仏
者
は
、
還
相
の
菩
薩
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
の
身
に
受
け
た
回
向
の
働
き
の
担
い
手
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
に
は
、
十
八
首
目
か
ら
二
十
三
首
目
な
ど
、
ほ
か
に
も
同
様
の
思
考
の
流
れ
を
表
す
和
讃
が
含
ま
れ
て

い
る
。
中
で
も
二
十
首
目
は
正
定
聚
に
お
け
る
利
他
の
働
き
を
強
調
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
。

　
　
　
（
二
十
首
目
）
如
來
の
廻
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
佛
心
を
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
一
句
目
左
訓
：
弥
陀
の
本
願
を
我
ら
に
あ
た
え
た
ま
い
た
る
を
回
向
と
申
す
な
り

（

）
39

（

）
40
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＊
四
句
目
左
訓
：
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
有
情
と
は
い
う
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
七
頁
）

　
ま
た
二
十
三
首
目
は
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
思
想
の
指
標
と
な
る
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
い
う
定
型
表
現
が
、
回
向
の
働
き
と
現
生
正

定
聚
の
必
然
的
つ
な
が
り
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
十
三
首
目
）
弥
陀
智
願
の
廻
向
の
　
信
楽
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
等
正
覺
に
は
い
た
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
二
句
目
左
訓
：
真
実
信
心
を
う
る
人
と
い
う
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
三
句
目
左
訓
：
信
心
の
人
を
弥
陀
如
来
お
さ
め
と
り
給
う
と
申
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
四
句
目
左
訓
：
正
定
聚
の
位
に
至
る
と
知
る
べ
し
と
な
り 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
四
八
頁
）

　
「
摂
取
不
捨
」
は
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
　
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
い
う
『
観
経
』
真
身
観
の
一
節
に
由
来
し
、
法
然
も
よ
く
用
い

た
言
葉
な
の
で
、
当
時
の
念
仏
者
に
は
「
他
力
回
向
」「
本
願
力
回
向
」
と
い
っ
た
専
門
的
術
語
に
比
べ
る
と
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
親

鸞
も
本
願
成
就
文
を
説
明
す
る
文
脈
で
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
利
益
」
と
結
び
つ
け
た
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と

い
う
定
型
句
は
、「
現
生
正
定
聚
」
の
思
索
を
深
め
て
い
た
こ
の
時
期
の
親
鸞
が
感
得
し
た
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
本
願
力
回
向
の
働
き

が
す
べ
て
の
念
仏
者
に
お
よ
び
、
そ
の
力
を
受
容
し
た
も
の
に
「
真
実
の
利
」
が
恵
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
表
現
と
し
て
、『
正
像

末
法
和
讃
』
に
二
例
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
二
例
が
あ
り
、『
歎
異
抄
』
第
一
章
冒
頭
に
唯
円
が
記
し
た
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も

い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。『
正
像
末
法
和
讃
』
に
お
け
る
も
う
一
例
は
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
を
代
表
す
る
二
月
九
日
の
夢
告
和
讃
で
あ
る
。
草
稿
本
で
は

三
十
五
首
目
に
以
下
の
よ
う
に
特
記
し
て
編
入
さ
れ
、
翌
正
嘉
二
年
九
月
の
顕
智
書
写
本
で
は
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
、『
御
消
息
集
』（
善
性

本
）
に
は
巻
尾
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
寅
時
夢
告
に
い
は
く

（

）
41（

）
42
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彌
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　
　
　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
无
上
覺
を
ば
さ
と
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り

　
　
　
　
　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
壬
三
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
五
一
〜
二
頁
）

　
こ
の
和
讃
を
夢
の
中
で
親
鸞
に
告
げ
た
の
は
、
法
然
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
二
月
九
日
は
『
西
方
指
南
抄
』
を
脱
稿
し
て
ま
だ
日

が
浅
く
、
真
仏
が
親
鸞
の
も
と
で
書
写
を
続
け
て
い
る
間
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
日
は
、
五
十
年
前
の
承
元
の
法
難
で
法
然
と
そ

の
門
下
が
捕
え
ら
れ
、
安
楽
が
処
刑
さ
れ
た
命
日
に
あ
た
る
。
夢
に
現
れ
た
法
然
が
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
は
「
攝
取
不
捨
の
利
益
」

に
よ
っ
て
み
な
必
ず
仏
に
な
る
と
い
う
授
記
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
の
喜
び
は
ほ
ん
と
う
に
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の

夢
中
の
授
記
は
、
法
然
の
仰
せ
を
学
び
直
し
た
精
華
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞
は
善
鸞
事
件
以
来
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
夢
告
和
讃
を
感
得
し
た
二
月
九
日
か
ら
そ
れ
を
草
稿
本
に
書
き
記
す
閏
三
月
一
日
ま
で
の
約
五
十
日
の
間
に
、
京
都
で
は
二
月
二

十
三
日
に
大
地
震
、
熊
野
で
も
三
月
三
日
に
大
地
震
が
あ
り
、
さ
ら
に
三
月
十
四
日
に
は
太
政
官
が
炎
上
す
る
な
ど
災
異
が
続
い
た
た
め

に
改
元
が
行
わ
れ
、
康
元
か
ら
正
嘉
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
直
接
親
鸞
の
思
索
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
す
手
が
か
り
は
見
出

せ
な
い
が
、
こ
の
間
、
承
元
の
法
難
を
想
い
起
し
、
ま
た
聖
徳
太
子
の
伝
記
に
も
と
づ
く
『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
二
月

三
十
日
奥
書
）
に
「
和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
」
と
詠
み
な
が
ら
、
夢
告
和
讃
が
も
つ
意
味
を
考
え
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。聖

徳
太
子
に
つ
い
て
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
一
首
目
、
四
首
目
、
五
首
目
、
十
一
首
目
に
、
次
の
よ
う
に
讃
え
、
そ
の
恩
徳
に
謝
し
て

い
る
。
こ
こ
に
も
正
定
聚
と
慈
悲
（
め
ぐ
み
、
あ
わ
れ
み
）
と
二
種
回
向
を
め
ぐ
る
思
想
の
深
化
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
（
一
首
目
）
佛
智
不
思
議
の
誓
願
の
　
聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
定
聚
に
歸
入
し
て
　
補
處
の
彌
勒
の
ご
と
く
な
り （

）
43

（

）
44
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（
四
首
目
）
聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
て

　
佛
智
不
思
議
の
誓
願
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゝ
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ
　
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る

　
　
　
（
五
首
目
）
他
力
の
信
を
え
ん
ひ
と
は
　
仏
恩
報
ぜ
ん
た
め
に
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
來
二
種
の
廻
向
を
　
十
方
に
ひ
と
し
く
ひ
ろ
む
べ
し

　
　
　
（
十
一
首
目
）
聖
徳
皇
の
お
あ
は
れ
み
に
　
護
持
養
育
た
へ
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
來
二
種
の
廻
向
に
　
す
ゝ
め
い
れ
し
め
お
は
し
ま
す

 

（『
定
親
全
』
二
。
和
讃
篇
二
〇
二
〜
七
頁
）

　
聖
徳
太
子
と
法
然
は
、
親
鸞
が
観
音
・
勢
至
と
仰
い
だ
還
相
の
菩
薩
で
あ
る
。
親
鸞
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
導
き
に
感
謝
し
つ
つ
、「
摂

取
不
捨
の
利
益
」
に
つ
い
て
深
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
正
像
末
法
和
讃
』
に
お
い
て
、「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
　

等
正
覚
に
は
い
た
る
な
り
」（
二
十
三
首
目
）「
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」（
夢
告
和
讃
）
と
、
と
も
に
断
定
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
強
調
さ

れ
た
表
現
は
、「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」「
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
」
本
願
力
の
働
き
に
た
い
す
る
確
信
を
表
し
て

い
る
。

　
以
上
、
八
十
五
歳
の
親
鸞
が
「
現
生
正
定
聚
」
に
つ
い
て
集
中
的
に
思
索
を
深
め
て
い
た
正
嘉
元
年
八
月
ま
で
の
著
作
群
に
つ
い
て
そ

の
特
徴
を
概
観
し
て
き
た
。
善
鸞
義
絶
後
の
深
い
悲
し
み
の
中
で
数
ヶ
月
に
お
よ
ぶ
徹
底
的
な
学
び
直
し
に
取
り
組
み
、
そ
の
精
華
と
し

て
こ
の
時
期
に
到
達
し
た
の
が
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
い
う
独
自
の
表
現
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
還
相
回
向
を
重
視
し
た
「
現
生

正
定
聚
」
の
受
け
と
め
で
あ
る
。
そ
の
思
想
深
化
の
背
景
に
は
、「
大
慈
大
悲
」
が
現
に
働
か
な
く
て
は
救
い
が
み
え
な
い
よ
う
な
大
災

害
の
萌
し
が
あ
っ
た
。『
正
像
末
法
和
讃
』
な
ど
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
和
語
聖
教
の
多
く
は
、
京
都
に
滞
在
し
て
面
授
口
伝
を
受
け
た

真
仏
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
九
月
初
め
ま
で
に
は
関
東
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
や
が
て
正
嘉
二
年
か
ら
飢
饉
が
深
刻
な
情
況

に
な
る
に
つ
れ
て
、
関
東
の
門
弟
と
親
鸞
の
間
で
消
息
の
や
り
と
り
が
活
発
に
な
り
、「
現
生
正
定
聚
」
か
ら
「
浄
土
の
慈
悲
」
へ
と
思
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彌
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な

　
　
　
　
　
　
攝
取
不
捨
の
利
益
に
て
　
无
上
覺
を
ば
さ
と
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ
た
る
な
り

　
　
　
　
　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
壬
三
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
愚
禿
親
鸞
八
十
五
歳
書
之 

（『
定
親
全
』
二
、
和
讃
篇
一
五
一
〜
二
頁
）

　
こ
の
和
讃
を
夢
の
中
で
親
鸞
に
告
げ
た
の
は
、
法
然
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
二
月
九
日
は
『
西
方
指
南
抄
』
を
脱
稿
し
て
ま
だ
日

が
浅
く
、
真
仏
が
親
鸞
の
も
と
で
書
写
を
続
け
て
い
る
間
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
日
は
、
五
十
年
前
の
承
元
の
法
難
で
法
然
と
そ

の
門
下
が
捕
え
ら
れ
、
安
楽
が
処
刑
さ
れ
た
命
日
に
あ
た
る
。
夢
に
現
れ
た
法
然
が
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
は
「
攝
取
不
捨
の
利
益
」

に
よ
っ
て
み
な
必
ず
仏
に
な
る
と
い
う
授
記
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
の
喜
び
は
ほ
ん
と
う
に
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の

夢
中
の
授
記
は
、
法
然
の
仰
せ
を
学
び
直
し
た
精
華
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞
は
善
鸞
事
件
以
来
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
夢
告
和
讃
を
感
得
し
た
二
月
九
日
か
ら
そ
れ
を
草
稿
本
に
書
き
記
す
閏
三
月
一
日
ま
で
の
約
五
十
日
の
間
に
、
京
都
で
は
二
月
二

十
三
日
に
大
地
震
、
熊
野
で
も
三
月
三
日
に
大
地
震
が
あ
り
、
さ
ら
に
三
月
十
四
日
に
は
太
政
官
が
炎
上
す
る
な
ど
災
異
が
続
い
た
た
め

に
改
元
が
行
わ
れ
、
康
元
か
ら
正
嘉
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
直
接
親
鸞
の
思
索
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
す
手
が
か
り
は
見
出

せ
な
い
が
、
こ
の
間
、
承
元
の
法
難
を
想
い
起
し
、
ま
た
聖
徳
太
子
の
伝
記
に
も
と
づ
く
『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』（
二
月

三
十
日
奥
書
）
に
「
和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
」
と
詠
み
な
が
ら
、
夢
告
和
讃
が
も
つ
意
味
を
考
え
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。聖

徳
太
子
に
つ
い
て
は
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
一
首
目
、
四
首
目
、
五
首
目
、
十
一
首
目
に
、
次
の
よ
う
に
讃
え
、
そ
の
恩
徳
に
謝
し
て

い
る
。
こ
こ
に
も
正
定
聚
と
慈
悲
（
め
ぐ
み
、
あ
わ
れ
み
）
と
二
種
回
向
を
め
ぐ
る
思
想
の
深
化
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
（
一
首
目
）
佛
智
不
思
議
の
誓
願
の
　
聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
定
聚
に
歸
入
し
て
　
補
處
の
彌
勒
の
ご
と
く
な
り （

）
43

（

）
44
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（
四
首
目
）
聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
て
　
佛
智
不
思
議
の
誓
願
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゝ
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ
　
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る

　
　
　
（
五
首
目
）
他
力
の
信
を
え
ん
ひ
と
は
　
仏
恩
報
ぜ
ん
た
め
に
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
來
二
種
の
廻
向
を
　
十
方
に
ひ
と
し
く
ひ
ろ
む
べ
し

　
　
　
（
十
一
首
目
）
聖
徳
皇
の
お
あ
は
れ
み
に
　
護
持
養
育
た
へ
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
來
二
種
の
廻
向
に
　
す
ゝ
め
い
れ
し
め
お
は
し
ま
す

 

（『
定
親
全
』
二
。
和
讃
篇
二
〇
二
〜
七
頁
）

　
聖
徳
太
子
と
法
然
は
、
親
鸞
が
観
音
・
勢
至
と
仰
い
だ
還
相
の
菩
薩
で
あ
る
。
親
鸞
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
導
き
に
感
謝
し
つ
つ
、「
摂

取
不
捨
の
利
益
」
に
つ
い
て
深
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
正
像
末
法
和
讃
』
に
お
い
て
、「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
て
　

等
正
覚
に
は
い
た
る
な
り
」（
二
十
三
首
目
）「
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」（
夢
告
和
讃
）
と
、
と
も
に
断
定
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
強
調
さ

れ
た
表
現
は
、「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」「
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
」
本
願
力
の
働
き
に
た
い
す
る
確
信
を
表
し
て

い
る
。

　
以
上
、
八
十
五
歳
の
親
鸞
が
「
現
生
正
定
聚
」
に
つ
い
て
集
中
的
に
思
索
を
深
め
て
い
た
正
嘉
元
年
八
月
ま
で
の
著
作
群
に
つ
い
て
そ

の
特
徴
を
概
観
し
て
き
た
。
善
鸞
義
絶
後
の
深
い
悲
し
み
の
中
で
数
ヶ
月
に
お
よ
ぶ
徹
底
的
な
学
び
直
し
に
取
り
組
み
、
そ
の
精
華
と
し

て
こ
の
時
期
に
到
達
し
た
の
が
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
い
う
独
自
の
表
現
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
還
相
回
向
を
重
視
し
た
「
現
生

正
定
聚
」
の
受
け
と
め
で
あ
る
。
そ
の
思
想
深
化
の
背
景
に
は
、「
大
慈
大
悲
」
が
現
に
働
か
な
く
て
は
救
い
が
み
え
な
い
よ
う
な
大
災

害
の
萌
し
が
あ
っ
た
。『
正
像
末
法
和
讃
』
な
ど
こ
の
時
期
に
成
立
し
た
和
語
聖
教
の
多
く
は
、
京
都
に
滞
在
し
て
面
授
口
伝
を
受
け
た

真
仏
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
九
月
初
め
ま
で
に
は
関
東
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
や
が
て
正
嘉
二
年
か
ら
飢
饉
が
深
刻
な
情
況

に
な
る
に
つ
れ
て
、
関
東
の
門
弟
と
親
鸞
の
間
で
消
息
の
や
り
と
り
が
活
発
に
な
り
、「
現
生
正
定
聚
」
か
ら
「
浄
土
の
慈
悲
」
へ
と
思
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想
は
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
。
後
編
で
は
、
そ
の
時
期
の
書
簡
を
集
め
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
と
『
歎
異
抄
』
四
章
を
中
心
に
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

主
な
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
信
楽
峻
麿
「
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
現
生
正
定
聚
の
意
義
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
三
六
五
号
（
一
九
六
〇
年
）

一
五
〇
〜
一
六
四
頁
。
同
「
親
鸞
に
お
け
る
現
世
往
生
の
思
想
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
三
〇
号
（
一
九
八
七
年
）
二
六
〜
五
四
頁
。
本
多
弘
之

「
現
生
正
定
聚
│
そ
の
核
心
と
外
延
│
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
四
号
（
一
九
七
九
年
）
七
二
〜
九
一
頁
。
松
原
祐
善
「
現
生
不
退
論
」『
親
鸞
教

学
』
第
三
六
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
〜
二
〇
頁
。
梯
實
圓
「
救
い
と
い
う
こ
と
│
と
く
に
現
生
正
定
聚
を
め
ぐ
っ
て
」『
仏
と
人
』
三
九
〜
四
三
号

（
無
名
会
同
人
編
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
五
〜
七
年
）。

代
表
的
な
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
森
龍
吉
「「
自
然
法
爾
」
消
息
の
成
立
に
つ
い
て
」『
史
学
雑
誌
』
六
〇 

七
（
山
川
出
版
社
、
一
九
五
一

年
）
一
〜
三
九
頁
。
松
野
純
孝
『
親
鸞
│
そ
の
生
涯
と
思
想
の
展
開
過
程
』（
三
省
堂
、
一
九
五
九
年
、『
増
補 

親
鸞
』
と
し
て
東
本
願
寺
よ
り
再

刊
、
二
〇
一
〇
年
）
第
九
章
「
親
鸞
と
そ
の
門
弟
」
第
三
〜
四
節
、
四
五
七
〜
五
〇
二
頁
。
柏
原
祐
泉
「「
自
然
法
爾
章
」
の
性
格
」『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
三
六 

二
（
一
九
八
八
年
）
四
八
二
〜
九
三
頁
。

吉
本
隆
明
の
論
稿
「
最
後
の
親
鸞
」
は
、
初
め
雑
誌
『
春
秋
』
の
一
九
七
四
年
二
・
三
月
合
併
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
和
讃
」（
一
九
七

五
）「
あ
る
親
鸞
」（
一
九
七
六
）「
親
鸞
伝
説
」（
一
九
七
六
）
と
合
わ
せ
て
、
論
稿
と
同
じ
『
最
後
の
親
鸞
』
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
た
。
一

九
八
一
年
に
は
「
教
理
上
の
親
鸞
」
を
加
え
た
増
補
版
が
出
て
い
る
。「
最
後
の
親
鸞
」
以
前
、
一
九
七
一
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
「
聞
書
・
親

鸞
」
を
『
春
秋
』
に
連
載
し
て
い
た
の
で
、
吉
本
は
一
九
七
〇
年
代
の
約
十
年
に
わ
た
っ
て
集
中
的
に
親
鸞
の
著
作
を
読
み
続
け
、
そ
の
思
想
の

主
体
的
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。「
大
衆
の
原
像
」
を
思
想
の
基
盤
に
お
い
た
吉
本
は
、
真
宗
門
徒
の
家
に
生
ま
れ
て
若
い
こ
ろ
か

ら
親
鸞
の
言
葉
に
親
し
み
、
親
鸞
の
考
え
方
や
生
き
方
に
強
く
魅
か
れ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
吉
本
に
よ
る
『
最
後
の
親
鸞
』
の
重
要
な

主
題
の
一
つ
は
、
多
く
の
人
々
が
苦
し
み
、
為
す
術
も
な
く
死
ん
で
い
く
悲
惨
な
世
界
に
お
け
る
人
間
の
慈
悲
の
あ
る
べ
き
姿
、
そ
れ
を
限
界
ま

で
突
き
詰
め
て
い
っ
た
親
鸞
の
思
索
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
を
重
視
し
た
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
柿
本
理
海
「
現
生
正
定
聚
義
の
成
立
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4
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十
五 

一
（
一
九
六
六
年
）
一
七
二
〜
三
頁
。
霊
山
勝
海
「
歎
異
抄
第
四
章
の
背
景
│
な
ぜ
衆
生
利
益
が
問
題
な
の
か
│
」『
真
宗
研
究
』
二
九
号

（
一
九
八
四
年
）
一
一
四
〜
二
六
頁
。
亀
山
純
生
『〈
災
害
社
会
〉・
東
国
農
民
と
親
鸞
浄
土
教
』（
農
林
統
計
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
〜
五
〇

頁
、
九
二
〜
一
二
四
頁
。

寛
喜
の
内
省
は
、
災
害
に
苦
し
む
人
々
の
た
め
に
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
自
発
的
な
慈
悲
の
心
と
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
他
力

の
信
の
徹
底
の
間
で
揺
れ
動
い
た
親
鸞
の
葛
藤
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
作
を
参
照
。
平
雅
行
「
若
き
日
の
親

鸞
」『
真
宗
教
学
研
究
』
二
六
号
（
真
宗
教
学
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
七
〜
一
二
六
頁
、
同
「
寛
喜
の
大
飢
饉
と
親
鸞
」『
伝
道
』
七
九
号

（
本
願
寺
出
版
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
五
六
〜
六
〇
頁
、
同
「
親
鸞
の
あ
ゆ
み
と
民
衆
」『
と
も
し
び
』
七
三
二
号
（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、

二
〇
一
三
年
十
月
）
六
〜
九
頁
。
一
楽
真
「
関
東
の
親
鸞
│
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
を
通
し
て
│
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
一
年
）

五
七
〜
七
九
頁
。
網
野
善
彦
『
日
本
社
会
の
歴
史
（
中
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
一
三
八
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
九
一
、
一
九
三
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
一
八
、
六
一
九
頁
。『
恵
信
尼
消
息
』
を
主
題
と
す
る
真
宗
史

学
研
究
は
当
然
こ
の
部
分
に
注
意
し
て
い
る
。
近
年
の
も
の
と
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・
ド
ビ
ン
ズ
が
「
恵
信
尼
の
世
界
」
を
描
き
出
し
た
以
下
の

研
究
を
参
照
。Jam

es C. D
obbins, Letters of the N

un E
shinni: Im

ages of Pure Land Buddhism
 in M

edieval Japan 

（U
niversity 

of H
aw
ai‘i Press, 2004

）.

特
に
中
世
日
本
社
会
に
お
け
る
飢
饉
（fam

ine

）
に
関
し
て
は
、
五
五
〜
六
頁
。

『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
に
〔
資
料
復
刻
〕
と
し
て
『
善
性
本
御
消
息
集
』
影
印
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
九
九
〜
一
六
一

頁
）、〔
研
究
史
〕〔
問
題
点
〕
を
含
め
た
平
松
令
三
に
よ
る
資
料
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
（
九
四
〜
九
八
頁
）。
宮
崎
円
遵
に
よ
れ
ば
、「
正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
年
、
聖
人
八
十
六
歳
）
か
ら
余
り
下
が
ら
な
い
こ
ろ
」
に
飯
沼
の
善
性
房
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
最
も
古
い
『
御
消
息
集
』
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
浜
垣
誠
司
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
〈
災
害
〉
学
│
情パ

ッ
シ
ョ
ン熱
か
ら
受パ
ッ
シ
ョ
ン苦
へ
│
」『
宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
会
報
』

第
四
三
号
、
八
〜
九
頁
、
同
「
文
応
元
年
の
日
蓮
と
親
鸞
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
『
宮
沢
賢
治
の
詩
の
世
界
』
二
〇
一
一
年
十
月
二
日
付
ブ

ロ
グ
）
を
参
照
。
精
神
科
医
で
あ
り
宮
沢
賢
治
研
究
者
で
も
あ
る
浜
垣
は
、
賢
治
の
中
に
は
熱
心
な
門
徒
の
家
で
思
春
期
ま
で
に
薫
習
さ
れ
た

「
浄
土
の
慈
悲
」
と
、
青
年
期
以
降
に
傾
倒
し
た
日
蓮
の
「
聖
道
の
慈
悲
」
と
い
う
両
側
面
が
共
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
七
、
国
史
大
系
第
五
巻
五
六
三
頁
。

山
奈
宗
真
『
岩
手
県
沿
岸
大
海
嘯
取
調
書
』
に
は
「
正
嘉[

化]

元
年
地
震
あ
り
。
八
月
二
十
三
日
、
野
田
海
と
久
慈
の
海
と
津
波
越
へ
た
り
と
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想
は
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
。
後
編
で
は
、
そ
の
時
期
の
書
簡
を
集
め
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
と
『
歎
異
抄
』
四
章
を
中
心
に
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

主
な
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
信
楽
峻
麿
「
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
現
生
正
定
聚
の
意
義
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
三
六
五
号
（
一
九
六
〇
年
）

一
五
〇
〜
一
六
四
頁
。
同
「
親
鸞
に
お
け
る
現
世
往
生
の
思
想
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
三
〇
号
（
一
九
八
七
年
）
二
六
〜
五
四
頁
。
本
多
弘
之

「
現
生
正
定
聚
│
そ
の
核
心
と
外
延
│
」『
親
鸞
教
学
』
第
三
四
号
（
一
九
七
九
年
）
七
二
〜
九
一
頁
。
松
原
祐
善
「
現
生
不
退
論
」『
親
鸞
教

学
』
第
三
六
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
〜
二
〇
頁
。
梯
實
圓
「
救
い
と
い
う
こ
と
│
と
く
に
現
生
正
定
聚
を
め
ぐ
っ
て
」『
仏
と
人
』
三
九
〜
四
三
号

（
無
名
会
同
人
編
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
五
〜
七
年
）。

代
表
的
な
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
森
龍
吉
「「
自
然
法
爾
」
消
息
の
成
立
に
つ
い
て
」『
史
学
雑
誌
』
六
〇 

七
（
山
川
出
版
社
、
一
九
五
一

年
）
一
〜
三
九
頁
。
松
野
純
孝
『
親
鸞
│
そ
の
生
涯
と
思
想
の
展
開
過
程
』（
三
省
堂
、
一
九
五
九
年
、『
増
補 

親
鸞
』
と
し
て
東
本
願
寺
よ
り
再

刊
、
二
〇
一
〇
年
）
第
九
章
「
親
鸞
と
そ
の
門
弟
」
第
三
〜
四
節
、
四
五
七
〜
五
〇
二
頁
。
柏
原
祐
泉
「「
自
然
法
爾
章
」
の
性
格
」『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
三
六 

二
（
一
九
八
八
年
）
四
八
二
〜
九
三
頁
。

吉
本
隆
明
の
論
稿
「
最
後
の
親
鸞
」
は
、
初
め
雑
誌
『
春
秋
』
の
一
九
七
四
年
二
・
三
月
合
併
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
「
和
讃
」（
一
九
七

五
）「
あ
る
親
鸞
」（
一
九
七
六
）「
親
鸞
伝
説
」（
一
九
七
六
）
と
合
わ
せ
て
、
論
稿
と
同
じ
『
最
後
の
親
鸞
』
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
た
。
一

九
八
一
年
に
は
「
教
理
上
の
親
鸞
」
を
加
え
た
増
補
版
が
出
て
い
る
。「
最
後
の
親
鸞
」
以
前
、
一
九
七
一
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
「
聞
書
・
親

鸞
」
を
『
春
秋
』
に
連
載
し
て
い
た
の
で
、
吉
本
は
一
九
七
〇
年
代
の
約
十
年
に
わ
た
っ
て
集
中
的
に
親
鸞
の
著
作
を
読
み
続
け
、
そ
の
思
想
の

主
体
的
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。「
大
衆
の
原
像
」
を
思
想
の
基
盤
に
お
い
た
吉
本
は
、
真
宗
門
徒
の
家
に
生
ま
れ
て
若
い
こ
ろ
か

ら
親
鸞
の
言
葉
に
親
し
み
、
親
鸞
の
考
え
方
や
生
き
方
に
強
く
魅
か
れ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
吉
本
に
よ
る
『
最
後
の
親
鸞
』
の
重
要
な

主
題
の
一
つ
は
、
多
く
の
人
々
が
苦
し
み
、
為
す
術
も
な
く
死
ん
で
い
く
悲
惨
な
世
界
に
お
け
る
人
間
の
慈
悲
の
あ
る
べ
き
姿
、
そ
れ
を
限
界
ま

で
突
き
詰
め
て
い
っ
た
親
鸞
の
思
索
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
を
重
視
し
た
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
柿
本
理
海
「
現
生
正
定
聚
義
の
成
立
に
つ
い
て
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

（

）
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（

）
2

（

）
3

（

）
4
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十
五 

一
（
一
九
六
六
年
）
一
七
二
〜
三
頁
。
霊
山
勝
海
「
歎
異
抄
第
四
章
の
背
景
│
な
ぜ
衆
生
利
益
が
問
題
な
の
か
│
」『
真
宗
研
究
』
二
九
号

（
一
九
八
四
年
）
一
一
四
〜
二
六
頁
。
亀
山
純
生
『〈
災
害
社
会
〉・
東
国
農
民
と
親
鸞
浄
土
教
』（
農
林
統
計
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
〜
五
〇

頁
、
九
二
〜
一
二
四
頁
。

寛
喜
の
内
省
は
、
災
害
に
苦
し
む
人
々
の
た
め
に
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
自
発
的
な
慈
悲
の
心
と
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
他
力

の
信
の
徹
底
の
間
で
揺
れ
動
い
た
親
鸞
の
葛
藤
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
作
を
参
照
。
平
雅
行
「
若
き
日
の
親

鸞
」『
真
宗
教
学
研
究
』
二
六
号
（
真
宗
教
学
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
七
〜
一
二
六
頁
、
同
「
寛
喜
の
大
飢
饉
と
親
鸞
」『
伝
道
』
七
九
号

（
本
願
寺
出
版
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
五
六
〜
六
〇
頁
、
同
「
親
鸞
の
あ
ゆ
み
と
民
衆
」『
と
も
し
び
』
七
三
二
号
（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、

二
〇
一
三
年
十
月
）
六
〜
九
頁
。
一
楽
真
「
関
東
の
親
鸞
│
三
部
経
千
部
読
誦
の
中
止
を
通
し
て
│
」『
親
鸞
教
学
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
一
年
）

五
七
〜
七
九
頁
。
網
野
善
彦
『
日
本
社
会
の
歴
史
（
中
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
一
三
八
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
九
一
、
一
九
三
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
一
八
、
六
一
九
頁
。『
恵
信
尼
消
息
』
を
主
題
と
す
る
真
宗
史

学
研
究
は
当
然
こ
の
部
分
に
注
意
し
て
い
る
。
近
年
の
も
の
と
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・
ド
ビ
ン
ズ
が
「
恵
信
尼
の
世
界
」
を
描
き
出
し
た
以
下
の

研
究
を
参
照
。Jam

es C. D
obbins, Letters of the N

un E
shinni: Im

ages of Pure Land Buddhism
 in M

edieval Japan 

（U
niversity 

of H
aw
ai‘i Press, 2004

）.

特
に
中
世
日
本
社
会
に
お
け
る
飢
饉
（fam

ine

）
に
関
し
て
は
、
五
五
〜
六
頁
。

『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
に
〔
資
料
復
刻
〕
と
し
て
『
善
性
本
御
消
息
集
』
影
印
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
九
九
〜
一
六
一

頁
）、〔
研
究
史
〕〔
問
題
点
〕
を
含
め
た
平
松
令
三
に
よ
る
資
料
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
（
九
四
〜
九
八
頁
）。
宮
崎
円
遵
に
よ
れ
ば
、「
正
嘉
二
年

（
一
二
五
八
年
、
聖
人
八
十
六
歳
）
か
ら
余
り
下
が
ら
な
い
こ
ろ
」
に
飯
沼
の
善
性
房
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
最
も
古
い
『
御
消
息
集
』
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
浜
垣
誠
司
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
〈
災
害
〉
学
│
情パ

ッ
シ
ョ
ン熱
か
ら
受パ
ッ
シ
ョ
ン苦
へ
│
」『
宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
会
報
』

第
四
三
号
、
八
〜
九
頁
、
同
「
文
応
元
年
の
日
蓮
と
親
鸞
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
『
宮
沢
賢
治
の
詩
の
世
界
』
二
〇
一
一
年
十
月
二
日
付
ブ

ロ
グ
）
を
参
照
。
精
神
科
医
で
あ
り
宮
沢
賢
治
研
究
者
で
も
あ
る
浜
垣
は
、
賢
治
の
中
に
は
熱
心
な
門
徒
の
家
で
思
春
期
ま
で
に
薫
習
さ
れ
た

「
浄
土
の
慈
悲
」
と
、
青
年
期
以
降
に
傾
倒
し
た
日
蓮
の
「
聖
道
の
慈
悲
」
と
い
う
両
側
面
が
共
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
巻
四
十
七
、
国
史
大
系
第
五
巻
五
六
三
頁
。

山
奈
宗
真
『
岩
手
県
沿
岸
大
海
嘯
取
調
書
』
に
は
「
正
嘉[

化]

元
年
地
震
あ
り
。
八
月
二
十
三
日
、
野
田
海
と
久
慈
の
海
と
津
波
越
へ
た
り
と
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云
」
と
記
述
が
あ
る
。『
大
日
本
地
震
史
料 

増
訂
第
一
巻 

自
懿
德
天
皇
御
宇
至
元
祿
七
年
』
二
六
九
〜
七
〇
頁
を
参
照
。
こ
の
時
の
地
震
と
津
波

の
全
貌
は
未
解
明
で
あ
る
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
山
真
人
「
日
本
の
史
料
地
震
学
研
究
の
問
題
点
と

展
望
│
次
世
代
の
地
震
史
研
究
に
向
け
て
│
」『
地
学
雑
誌
』
一
〇
八
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
六
頁
参
照
。
古
代
中
世
地
震
史
料
研
究
会

（
代
表 

石
橋
克
彦
・
小
山
真
人
）
作
成
の
﹇
古
代
・
中
世
﹈
地
震
・
噴
火
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
β
版
）〈http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/

erice/
〉
に
よ
れ
ば
、
一
二
五
七
年
（
康
元
二
年
、
正
嘉
元
年
）
年
は
、
年
間
を
通
じ
列
島
各
地
で
地
震
が
頻
発
し
て
お
り
「
康
元
二
年
二
月
己

卯[

二
十
三
日]
、
京
師
大
地
震
」（『
続
本
朝
通
鑑
』）
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
八
十
五
歳
『
正
像
末
和
讃
』
を
執
筆
中
の
親
鸞
も
こ
れ
に
遭
遇
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
立
正
安
国
論
』
の
成
立
と
自
然
災
害
の
関
係
に
関
し
て
は
、
佐
藤
妙
晃
「『
立
正
安
国
論
』
の
研
究
│
「
勘
文
」
の
視
点
か
ら
│
」『
日
蓮
教
学

研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
〜
四
〇
頁
を
参
照
。

大
正
大
蔵
経
八
四
巻
二
〇
八
頁
上
段
。
訓
読
は
田
中
智
学
『
訓
訳
読
本 

立
正
安
国
論
』（
立
正
安
国
会
大
阪
布
教
所
、
一
八
九
四
年
）
を
参
照
。

現
代
語
訳
は
、
藤
井
学
訳
『
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
二
四
　
日
蓮
』
七
一
頁
。

『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ス
』（
電
子
版
）
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
。

〈http://new
s.nationalgeographic.com

/new
s/2013/09/130930-volcano-science-historic-eruption-indonesia-rinjani-m

ystery-

disaster/

〉

『
帝
王
編
年
記
』
巻
二
十
五
、
国
史
大
系
第
十
二
巻
『
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
五
年
）
四
一
一
頁
。

神
無
久
「
一
二
五
八
年
の
天
変
地
異
」『
サ
イ
エ
ン
ス
あ
れ
こ
れ
ブ
ロ
グ
』（
二
〇
一
二
年
八
月
十
三
日
）
参
照
。〈http://blog.livedoor.jp/

science_q/archives/1654557.htm
l

〉
巨
大
火
山
噴
火
と
そ
の
環
境
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
石
弘
之
『
歴
史
を
変
え
た
火
山
噴
火
│

自
然
災
害
の
環
境
史
│
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

『
百
錬
抄
』
第
十
七
、
国
史
大
系
第
十
四
巻
三
四
一
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
二
二
頁
。『
真
宗
聖
典
』
五
八
七
頁
。
覚
信
の
最
期
に
つ
い
て
は
、
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
に
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
。『
真
宗
聖
典
』
六
六
八
〜
七
〇
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
七
四
〜
五
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁
。
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初
期
大
乗
、
特
に
浄
土
教
に
お
け
る
菩
薩
の
目
標
と
し
て
の
「
法
忍
」dharm

a-ks

・ānti

お
よ
び
「
無
生
法
忍
」anutpattika-dharm

a-ks

・ānti

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Ingo Strauch, 

“More M
issing Pieces of Early Pure Land Buddhism

: N
ew
 Evidence for 

A
ks

・obhya and A
bhirati in an Early M

ahayana Sutra from
 Gandhāra,

” in T
he E

astern Buddhist N
S41-1 

（2010
）, pp. 29-44; 

Jan N
attier, A

 Few
 G
ood M

en: T
he Bodhisattva Path A

ccording to the Inquiry of U
gra  (U

graparipr・cchā), U
niveristy of 

H
aw
ai‘i Press, 2003, pp.244, note 240.

〈
無
量
寿
経
〉
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
道
場
樹
か
ら
十
方
一
切
の
仏
国
に
普
く
流
れ
る
妙
な
る
法
の
音

を
聞
き
、
色
を
見
、
香
り
を
知
り
、
光
に
触
れ
、
味
を
嘗
め
、
法
を
心
に
思
う
だ
け
で
、「
み
な
甚
深
の
法
忍
を
得
、
不
退
転
に
住
し
、
仏
道
を
成

ず
る
に
至
る
」
と
説
か
れ
る
。
ま
た
浄
土
の
人
天
で
こ
の
道
場
樹
を
見
る
者
は
「
三
法
忍
」
す
な
わ
ち
「
音
響
忍
・
柔
順
忍
・
無
生
法
忍
を
得

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
み
な
無
量
寿
仏
の
威
神
力
の
故
、
本
願
力
の
故
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（『
大
阿
弥
陀
経
』
大
正
大
蔵
経
第
十
二
巻

三
四
四
頁
上
段
、『
無
量
寿
経
』
大
正
大
蔵
経
第
十
二
巻
二
七
一
頁
上
段
）。『
観
無
量
寿
経
』
の
結
び
の
得
益
分
で
は
、
釈
尊
の
所
説
を
聞
き
、
極

楽
世
界
の
荘
厳
お
よ
び
仏
と
二
菩
薩
を
見
た
韋
提
希
と
五
百
人
の
侍
女
が
「
心
に
歓
喜
を
生
じ
、
未
曾
有
な
り
と
歎
ず
。
廓
然
と
し
て
大
き
に
悟

り
て
、
無
生
忍
を
得
」
と
説
か
れ
る
。
こ
の
無
生
忍
は
、
三
忍
（
喜
忍
・
悟
忍
・
信
忍
）
と
も
表
さ
れ
る
が
、
逆
境
に
あ
る
人
び
と
が
仏
法
に
出

遇
い
、
そ
の
働
き
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
入
る
「
積
極
的
な
忍
耐
」
で
あ
る
。

『
真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁
。

吉
本
隆
明
『
最
後
の
親
鸞
』（
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
）
二
十
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
二
八
頁
。『
真
宗
聖
典
』
五
六
八
頁
。
こ
の
七
月
九
日
付
け
性
信
宛
の
消
息
は
年
が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
内
容
か
ら
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十
九
日
の
消
息
で
善
鸞
を
義
絶
し
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。「
世
の
い
の
り
に

こ
こ
ろ
い
れ
て
」
と
い
う
親
鸞
の
思
い
は
、
信
心
の
社
会
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
関
東
の
門
弟
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
性
信
や
真
仏
に
共
有

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
手
紙
の
中
で
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
が
身
の
往
生
、
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
仏
の

御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に
、
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
、
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
も
う
し
て
、
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
、
お
ぼ
し

め
す
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
よ
く
よ
く
御
案
そ
う
ろ
う
べ
し
。」
こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
念
仏
者
が
、
翌
年
か
ら
の
正
嘉
の
大
災
害
に
遭

遇
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
と
め
て
行
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
必
要
が
あ
る
。

正
嘉
元
年
閏
三
月
二
日
の
『
末
燈
鈔
』
第
八
通
。『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
、
八
二
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
〇
五
頁
。
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云
」
と
記
述
が
あ
る
。『
大
日
本
地
震
史
料 

増
訂
第
一
巻 

自
懿
德
天
皇
御
宇
至
元
祿
七
年
』
二
六
九
〜
七
〇
頁
を
参
照
。
こ
の
時
の
地
震
と
津
波

の
全
貌
は
未
解
明
で
あ
る
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
山
真
人
「
日
本
の
史
料
地
震
学
研
究
の
問
題
点
と

展
望
│
次
世
代
の
地
震
史
研
究
に
向
け
て
│
」『
地
学
雑
誌
』
一
〇
八
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
六
頁
参
照
。
古
代
中
世
地
震
史
料
研
究
会

（
代
表 

石
橋
克
彦
・
小
山
真
人
）
作
成
の
﹇
古
代
・
中
世
﹈
地
震
・
噴
火
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
β
版
）〈http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/

erice/

〉
に
よ
れ
ば
、
一
二
五
七
年
（
康
元
二
年
、
正
嘉
元
年
）
年
は
、
年
間
を
通
じ
列
島
各
地
で
地
震
が
頻
発
し
て
お
り
「
康
元
二
年
二
月
己

卯[

二
十
三
日]

、
京
師
大
地
震
」（『
続
本
朝
通
鑑
』）
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
八
十
五
歳
『
正
像
末
和
讃
』
を
執
筆
中
の
親
鸞
も
こ
れ
に
遭
遇
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
立
正
安
国
論
』
の
成
立
と
自
然
災
害
の
関
係
に
関
し
て
は
、
佐
藤
妙
晃
「『
立
正
安
国
論
』
の
研
究
│
「
勘
文
」
の
視
点
か
ら
│
」『
日
蓮
教
学

研
究
所
紀
要
』
第
三
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
〜
四
〇
頁
を
参
照
。

大
正
大
蔵
経
八
四
巻
二
〇
八
頁
上
段
。
訓
読
は
田
中
智
学
『
訓
訳
読
本 

立
正
安
国
論
』（
立
正
安
国
会
大
阪
布
教
所
、
一
八
九
四
年
）
を
参
照
。

現
代
語
訳
は
、
藤
井
学
訳
『
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
二
四
　
日
蓮
』
七
一
頁
。

『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ス
』（
電
子
版
）
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
。

〈http://new
s.nationalgeographic.com

/new
s/2013/09/130930-volcano-science-historic-eruption-indonesia-rinjani-m

ystery-

disaster/

〉

『
帝
王
編
年
記
』
巻
二
十
五
、
国
史
大
系
第
十
二
巻
『
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
五
年
）
四
一
一
頁
。

神
無
久
「
一
二
五
八
年
の
天
変
地
異
」『
サ
イ
エ
ン
ス
あ
れ
こ
れ
ブ
ロ
グ
』（
二
〇
一
二
年
八
月
十
三
日
）
参
照
。〈http://blog.livedoor.jp/

science_q/archives/1654557.htm
l

〉
巨
大
火
山
噴
火
と
そ
の
環
境
へ
の
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
石
弘
之
『
歴
史
を
変
え
た
火
山
噴
火
│

自
然
災
害
の
環
境
史
│
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

『
百
錬
抄
』
第
十
七
、
国
史
大
系
第
十
四
巻
三
四
一
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
二
二
頁
。『
真
宗
聖
典
』
五
八
七
頁
。
覚
信
の
最
期
に
つ
い
て
は
、
覚
如
の
『
口
伝
鈔
』
に
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
。『
真
宗
聖
典
』
六
六
八
〜
七
〇
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
七
四
〜
五
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁
。
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初
期
大
乗
、
特
に
浄
土
教
に
お
け
る
菩
薩
の
目
標
と
し
て
の
「
法
忍
」dharm

a-ks

・ānti

お
よ
び
「
無
生
法
忍
」anutpattika-dharm

a-ks

・ānti

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Ingo Strauch, 

“More M
issing Pieces of Early Pure Land Buddhism

: N
ew
 Evidence for 

A
ks

・obhya and A
bhirati in an Early M

ahayana Sutra from
 Gandhāra,

” in T
he E

astern Buddhist N
S41-1 

（2010

）, pp. 29-44; 

Jan N
attier, A

 Few
 G
ood M

en: T
he Bodhisattva Path A

ccording to the Inquiry of U
gra  (U

graparipr・cchā), U
niveristy of 

H
aw
ai‘i Press, 2003, pp.244, note 240.

〈
無
量
寿
経
〉
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
道
場
樹
か
ら
十
方
一
切
の
仏
国
に
普
く
流
れ
る
妙
な
る
法
の
音

を
聞
き
、
色
を
見
、
香
り
を
知
り
、
光
に
触
れ
、
味
を
嘗
め
、
法
を
心
に
思
う
だ
け
で
、「
み
な
甚
深
の
法
忍
を
得
、
不
退
転
に
住
し
、
仏
道
を
成

ず
る
に
至
る
」
と
説
か
れ
る
。
ま
た
浄
土
の
人
天
で
こ
の
道
場
樹
を
見
る
者
は
「
三
法
忍
」
す
な
わ
ち
「
音
響
忍
・
柔
順
忍
・
無
生
法
忍
を
得

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
み
な
無
量
寿
仏
の
威
神
力
の
故
、
本
願
力
の
故
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（『
大
阿
弥
陀
経
』
大
正
大
蔵
経
第
十
二
巻

三
四
四
頁
上
段
、『
無
量
寿
経
』
大
正
大
蔵
経
第
十
二
巻
二
七
一
頁
上
段
）。『
観
無
量
寿
経
』
の
結
び
の
得
益
分
で
は
、
釈
尊
の
所
説
を
聞
き
、
極

楽
世
界
の
荘
厳
お
よ
び
仏
と
二
菩
薩
を
見
た
韋
提
希
と
五
百
人
の
侍
女
が
「
心
に
歓
喜
を
生
じ
、
未
曾
有
な
り
と
歎
ず
。
廓
然
と
し
て
大
き
に
悟

り
て
、
無
生
忍
を
得
」
と
説
か
れ
る
。
こ
の
無
生
忍
は
、
三
忍
（
喜
忍
・
悟
忍
・
信
忍
）
と
も
表
さ
れ
る
が
、
逆
境
に
あ
る
人
び
と
が
仏
法
に
出

遇
い
、
そ
の
働
き
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
入
る
「
積
極
的
な
忍
耐
」
で
あ
る
。

『
真
宗
聖
典
』
六
〇
三
頁
。

吉
本
隆
明
『
最
後
の
親
鸞
』（
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
）
二
十
頁
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
一
二
八
頁
。『
真
宗
聖
典
』
五
六
八
頁
。
こ
の
七
月
九
日
付
け
性
信
宛
の
消
息
は
年
が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
内
容
か
ら
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
五
月
二
十
九
日
の
消
息
で
善
鸞
を
義
絶
し
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。「
世
の
い
の
り
に

こ
こ
ろ
い
れ
て
」
と
い
う
親
鸞
の
思
い
は
、
信
心
の
社
会
性
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
関
東
の
門
弟
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
性
信
や
真
仏
に
共
有

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
手
紙
の
中
で
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
が
身
の
往
生
、
一
定
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
仏
の

御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に
、
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
、
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
も
う
し
て
、
世
の
な
か
安
穏
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
、
お
ぼ
し

め
す
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
よ
く
よ
く
御
案
そ
う
ろ
う
べ
し
。」
こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
念
仏
者
が
、
翌
年
か
ら
の
正
嘉
の
大
災
害
に
遭

遇
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
と
め
て
行
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
必
要
が
あ
る
。

正
嘉
元
年
閏
三
月
二
日
の
『
末
燈
鈔
』
第
八
通
。『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
書
簡
篇
、
八
二
頁
。『
真
宗
聖
典
』
六
〇
五
頁
。
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表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
。
常
磐
井
和
子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く
」
七
・
八
・
九
（『
高
田
学
報
』
九
十
三
・
四
・
五
所
収
の
表
）、

多
屋
頼
俊
「
親
鸞
聖
人
消
息
総
目
録
」（
著
作
集
第
三
巻
『
親
鸞
書
簡
の
研
究
』
八
九
〜
九
二
頁
）、
細
川
行
信
・
村
上
宗
博
・
足
立
幸
子
『
現
代

の
聖
典 

親
鸞
書
簡
集 

全
四
十
三
通
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
四
〜
五
頁
「
親
鸞
書
簡
一
覧
表
」、
阿
満
利
麿
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
』（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
）
二
七
四
〜
七
六
頁
「
消
息
一
覧
」。

常
磐
井
和
子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く 

七
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
七
頁
。
同
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く 

八
」『
高
田
学

報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
。

山
田
恵
文
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』」『
親
鸞
教
学
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
〜
三
七
頁
参
照
。

『
唯
信
鈔
文
意
』
諸
本
の
詳
細
な
比
較
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
門
川
徹
真
「『
唯
信
妙
文
意
』
の
書
誌
学
的
研
究
│
流
布
本
の
特
異
性
に
つ

い
て
」『
真
宗
研
究
』
四
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
六
二
〜
八
二
頁
。
こ
こ
に
示
し
た
箇
所
に
関
し
て
は
常
磐
井
和
子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く
七
」

『
高
田
学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
八
〜
九
頁
の
対
照
表
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
五
四
九
頁
二
〜
四
行
目
。

同
、
十
二
〜
十
五
行
目
。

同
、
十
六
行
〜
五
五
〇
頁
三
行
目
。

『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
二
巻
、
六
二
三
〜
二
四
頁
。
但
し
「
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
」
は
「
金
剛
の
信
心
と
な
る
ゆ
へ
に
」
と
な
っ
て
い
る
。

同
、
六
二
四
〜
五
頁
。

同
、
六
二
五
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
三
四
頁
六
〜
十
行
目
。『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
三
〇
四
〜
〇
六
頁
。
正
定
聚
に
は
「
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る

な
り
」
と
左
訓
が
あ
る
。

『
真
宗
聖
典
』
五
三
六
頁
二
〜
三
行
目
。『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
和
文
篇
、
一
二
九
頁
五
〜
六
行
目
。「
正
定
の
聚
」
に
は
「
必
ず
ほ
と

け
に
な
る
べ
き
身
と
な
れ
る
な
り
」
と
い
う
左
訓
が
あ
る
。

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
広
本
に
お
け
る
還
相
回
向
の
展
開
の
意
義
に
つ
い
て
は
幡
谷
明
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
試
解
』（
東
本
願
寺
　
平
成
四

年
度
　
安
居
本
講
）
一
七
七
〜
九
〇
頁
の
詳
細
な
解
読
を
参
照
。
ま
た
同
じ
く
幡
谷
明
『『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
広
本
に
つ
い
て
』
興
正
寺
（
平
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成
十
九
年
度
安
居
「
課
外
」
講
義
録
）
四
二
〜
三
頁
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

幡
谷
明
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
試
解
』
一
七
八
頁
。

草
稿
本
は
九
首
目
ま
で
真
筆
で
あ
る
が
、
そ
の
左
訓
（
原
文
カ
タ
カ
ナ
）
は
宗
祖
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
筆
跡
は
よ
く
似
て
お
り
、
お

そ
ら
く
真
仏
が
親
鸞
に
面
授
し
た
折
に
丁
寧
に
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
三
巻
二
七
五
〜
七
八
頁
参
照
。

親
鸞
は
現
存
す
る
著
作
中
の
最
後
と
な
る
八
十
八
歳
の
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
十
二
月
二
日
奥
書
を
も
つ
『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
の
中
に
、

こ
の
龍
樹
『
十
二
礼
』
の
偈
文
（
初
め
の
二
句
）
を
引
用
し
て
い
る
（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
和
文
篇
、
二
三
〇
〜
三
一
頁
）。『
十
二

礼
』
は
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
偈
』
に
中
夜
讃
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
（
大
正
大
蔵
経
第
四
七
巻
四
四
二
頁
下
段
十
三
〜
四
行
。『
集
諸
経
礼
懺

儀
』
大
正
大
蔵
経
第
四
七
巻
四
七
〇
頁
上
段
二
七
〜
八
行
）。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
、
一
三
九
頁
。『
真
宗
聖
典
』
五
〇
〇
頁
。

小
川
直
人
「
現
生
正
定
聚
│
摂
取
不
捨
の
視
点
か
ら
│
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
八
〜
五
二
頁
を
参
照
。

他
に
、
八
十
三
歳
の
と
き
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』（
略
本
）
に
お
い
て
、
善
導
『
観
念
法
門
』
の
「
総
不
論
照
摂
　
余
雑
業
行
者
」
を
説
明
す
る

中
に
一
例
あ
る
が
、
そ
れ
は
註
釈
の
中
で
本
願
の
行
者
以
外
は
「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
か
ら
ず
と
な
り
」
と
い
う
否
定
の
文
脈
な
の
で
、
こ

こ
で
は
除
く
。

山
田
恵
文
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』」『
親
鸞
教
学
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
〜
三
二
頁
、
阿
満
利
麿
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
七
頁
を
参
照
。

夢
告
和
讃
を
『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
に
記
す
ま
で
の
「
五
十
日
程
の
時
間
の
ズ
レ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
井
上
円
『
宗
祖
と
越
後
』（
真

宗
大
谷
派
高
田
別
院
、
二
〇
〇
七
年
）
二
三
〜
四
頁
、
二
七
頁
注
七
を
参
照
。
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表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
以
下
を
参
照
。
常
磐
井
和
子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く
」
七
・
八
・
九
（『
高
田
学
報
』
九
十
三
・
四
・
五
所
収
の
表
）、

多
屋
頼
俊
「
親
鸞
聖
人
消
息
総
目
録
」（
著
作
集
第
三
巻
『
親
鸞
書
簡
の
研
究
』
八
九
〜
九
二
頁
）、
細
川
行
信
・
村
上
宗
博
・
足
立
幸
子
『
現
代

の
聖
典 

親
鸞
書
簡
集 

全
四
十
三
通
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
四
〜
五
頁
「
親
鸞
書
簡
一
覧
表
」、
阿
満
利
麿
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
』（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
）
二
七
四
〜
七
六
頁
「
消
息
一
覧
」。

常
磐
井
和
子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く 

七
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
七
頁
。
同
「
末
灯
抄
を
読
み
解
く 

八
」『
高
田
学

報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
。

山
田
恵
文
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』」『
親
鸞
教
学
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
一
〜
三
七
頁
参
照
。

『
唯
信
鈔
文
意
』
諸
本
の
詳
細
な
比
較
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
門
川
徹
真
「『
唯
信
妙
文
意
』
の
書
誌
学
的
研
究
│
流
布
本
の
特
異
性
に
つ

い
て
」『
真
宗
研
究
』
四
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
六
二
〜
八
二
頁
。
こ
こ
に
示
し
た
箇
所
に
関
し
て
は
常
磐
井
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子
「
末
灯
抄
を
読
み
解
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七
」

『
高
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学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
八
〜
九
頁
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対
照
表
を
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
五
四
九
頁
二
〜
四
行
目
。

同
、
十
二
〜
十
五
行
目
。

同
、
十
六
行
〜
五
五
〇
頁
三
行
目
。

『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
二
巻
、
六
二
三
〜
二
四
頁
。
但
し
「
金
剛
の
信
心
を
う
る
ゆ
へ
に
」
は
「
金
剛
の
信
心
と
な
る
ゆ
へ
に
」
と
な
っ
て
い
る
。

同
、
六
二
四
〜
五
頁
。

同
、
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二
五
頁
。
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に
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と
い
う
左
訓
が
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明
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を
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た
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。

草
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は
九
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目
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、
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も
の
で
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は
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、
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の
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（
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〇
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に
、

こ
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の
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（
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の
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を
引
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る
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全
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和
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（
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。

他
に
、
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十
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の
と
き
の
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像
銘
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略
本
）
に
お
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て
、
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念
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』
の
「
総
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論
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余
雑
業
行
者
」
を
説
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す
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中
に
一
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あ
る
が
、
そ
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は
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釈
の
中
で
本
願
の
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者
以
外
は
「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
か
ら
ず
と
な
り
」
と
い
う
否
定
の
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脈
な
の
で
、
こ

こ
で
は
除
く
。

山
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文
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』」『
親
鸞
教
学
』
第
九
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号
（
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〇
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年
）
二
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〜
三
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頁
、
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麿
『
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か
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の
手
紙
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
七
頁
を
参
照
。

夢
告
和
讃
を
『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
に
記
す
ま
で
の
「
五
十
日
程
の
時
間
の
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レ
」
の
問
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に
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は
、
井
上
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『
宗
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と
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後
』（
真

宗
大
谷
派
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、
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）
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、
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参
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