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は
じ
め
に

　
親
鸞
晩
年
の
思
想
の
中
心
は
、「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
念
仏
者
の
目
覚
め
の
意
義
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
八
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
た
親
鸞
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
上
に
積
極
的
な
目
覚
め
の
働
き
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
解
釈
に
よ

っ
て
、
正
定
聚
の
目
覚
め
こ
そ
が
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
大
乗
仏
教
の
理
想
と
す
る
目
覚
め
で
あ
り
、
速
や
か
に
成
就
す
る
「
証
」
で

あ
る
こ
と
を
顕
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
著
作
を
概
観
す
る
と
、
八
十
五
歳
の
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、

老
齢
に
も
関
わ
ら
ず
親
鸞
の
執
筆
量
は
飛
躍
的
に
増
え
て
お
り
、
そ
の
多
く
に
お
い
て
真
実
の
「
証
」
と
し
て
の
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」

が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
小
論
の
前
編
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲 

㈠
│
「
最
後
の
親
鸞
」
に
学
ぶ
│
」
で
は
、

正
嘉
の
大
飢
饉
と
疫
病
に
よ
る
多
く
の
人
の
死
に
注
目
し
た
吉
本
隆
明
の
解
釈
に
学
び
、
正
嘉
元
年
八
月
ま
で
の
著
作
群
に
お
け
る
「
正

定
聚
の
く
ら
い
」
へ
の
思
索
の
集
中
と
深
ま
り
を
確
認
し
た
。

　
こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
『
唯
信
鈔
文
意
』、『
一
念
多
念
文
意
』、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）、『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）、
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『
如
来
二
種
回
向
文
』
な
ど
の
仮
名
聖
教
に
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
を
「
補
処
の
弥
勒
」
に
譬
え
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
は
「
摂

取
不
捨
の
利
益
」
に
よ
っ
て
「
等
正
覚
を
な
り
」「
無
上
覚
を
さ
と
る
」
と
い
う
よ
う
な
極
め
て
高
調
し
た
表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
「
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
」
念
仏
者
に
は
、
還
相
の
菩
薩
の
よ
う
な
利
他
の
働
き
が
現
れ
出
る
こ
と
の
示
唆
も
み
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
晩
年
の
仮
名
聖
教
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
教
説
で
あ
り
、「
便
同
弥
勒
」「
如
来
等
同
」
思
想
と
も
呼
ば

れ
、
特
に
戦
後
の
真
宗
研
究
に
お
い
て
注
目
を
集
め
て
き
た
。

　
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
は
「
現
生
に
正
定
聚
に
住
す
る
」
と
い
う
教
説
は
、
親
鸞
が
独
自
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、『
教
行
信
証
』

で
は
行
巻
、
信
巻
、
証
巻
の
要
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
は
漢
文
に
よ
る
体
系
的
な
著
作
で
あ
る
た
め
、「
現
生
正

定
聚
」
が
一
貫
し
た
主
題
と
し
て
分
か
り
易
く
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
晩
年
の
仮
名
聖
教
に
お
い
て
「
正
定
聚
の
く
ら

い
」
に
焦
点
が
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
、
苦
悩
す
る
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
本
願
念
仏
の
教
え
の
ど
こ
が
肝
心
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
う

表
現
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
親
鸞
の
思
索
が
集
中
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
八
十
六
歳
の
正
嘉
二
年
（
一

二
五
八
）
か
ら
八
十
八
歳
の
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
に
か
け
て
の
大
飢
饉
と
疫
病
の
蔓
延
は
、
親
鸞
晩
年
の
思
想
深
化
の
契
機
と
し
て

極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

　
多
く
の
人
々
が
為
す
術
も
な
く
苦
し
み
死
ん
で
い
く
悲
惨
な
情
況
の
中
で
、
親
鸞
と
関
東
の
門
弟
た
ち
が
真
剣
に
向
き
合
い
続
け
た
問

い
は
、
念
仏
者
に
お
け
る
慈
悲
の
問
題
、
信
心
と
利
他
の
関
係
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
正
定
聚
に
住
す
る
念
仏
者
は
、
多
く
の
人
々

の
死
と
苦
難
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
れ
に
ど
う
応
え
て
い
く
べ
き
な
の
か
。「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
は
、「
一
切
苦
悩

の
衆
生
を
捨
て
ず
」
と
い
う
如
来
の
大
悲
心
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
現
代
の
真
宗
学
に
お
い
て
も
問
い
続
け
ら

れ
て
い
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
問
い
を
親
鸞
晩
年
の
思
想
の
中
心
課
題
と
受
け
と
め
、
最
後
ま
で
力
を
尽
く
し
て
応

答
を
続
け
た
親
鸞
の
言
葉
の
真
意
を
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
を
中
心
に
、
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
の
中
に
で
き
る
限
り
置
き
戻
し
て

考
え
て
み
た
い
。

（

）
2

3

一
　
十
月
六
日
付
「
し
の
ぶ
の
御
房
」
へ
の
消
息
に
お
け
る
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」

　
正
嘉
元
年
の
十
月
か
ら
翌
年
の
十
月
末
ま
で
の
一
年
あ
ま
り
の
間
に
、
親
鸞
と
関
東
の
門
弟
た
ち
の
間
で
「
摂
取
不
捨
」
や
「
正
定

聚
」
の
教
説
を
め
ぐ
る
手
紙
の
や
り
と
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
質
疑
応
答
の
中
で
「
現
生
正
定
聚
」
の
積
極
的
な
意
味
が
強
調
さ
れ
、

「
便
同
弥
勒
」「
如
来
等
同
」
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
消
息
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
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
、
際
だ
っ
た
特
徴
の
あ
る
消
息
が

こ
の
時
期
に
集
中
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
常
磐
井
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
関
東
の
門
弟
か
ら
の
質
問
状
が
増

え
た
直
接
の
原
因
は
、
そ
の
夏
の
間
に
京
都
の
親
鸞
の
も
と
か
ら
高
田
に
戻
っ
た
真
仏
が
、『
正
像
末
法
和
讃
』（
草
稿
本
）
な
ど
、
親
鸞

か
ら
伝
授
さ
れ
持
ち
帰
っ
た
最
新
の
聖
教
を
披
露
す
る
法
座
を
開
き
、「
補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
」「
摂
取
不
捨
の
利
益
」「
等
正
覚
」「
無

上
覚
」
な
ど
、
耳
慣
れ
な
い
語
彙
を
含
む
新
た
な
教
説
を
広
め
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
消
息
が
交
わ
さ
れ
た
時

期
を
考
え
る
と
、
正
嘉
の
大
飢
饉
の
発
端
と
な
っ
た
火
山
噴
火
や
地
震
・
津
波
な
ど
の
災
害
の
影
響
で
疫
病
が
広
ま
り
始
め
た
時
期
に
重

な
っ
て
お
り
、
危
機
的
な
社
会
情
況
が
思
想
展
開
の
契
機
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
の
主
要
な
書
簡
十
一
通
を
飯
沼
（
蕗
田
）
の
善
性
が
書
写
編
集
し
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
の
中
で
、
執
筆
発
信
さ
れ
た

日
付
の
順
で
最
も
早
い
の
は
、
四
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
し
の
ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
に
宛
て
た
十
月
六
日
付
の
親
鸞
の
手
紙
で
あ

り
、
そ
の
真
蹟
は
高
田
専
修
寺
に
伝
え
ら
れ
現
存
す
る
。

　
た
ず
ね
お
お
せ
ら
れ
て
そ
う
ろ
う
摂
取
不
捨
の
事
は
、『
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
と
申
す
に
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
を
み
ま
い
ら

せ
候
え
ば
、「
釈
迦
如
来
・
弥
陀
仏
、
わ
れ
ら
が
慈
悲
の
父
母
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
便
に
て
、
我
等
が
無
上
信
心
を
ば
ひ
ら
き
お

こ
さ
せ
給
う
」
と
候
え
ば
、
ま
こ
と
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
事
は
、
釈
迦
・
弥
陀
の
御
は
か
ら
い
と
み
え
て
候
う
。
往
生
の
心
う
た
が

い
な
く
な
り
候
う
は
、
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
す
る
ゆ
え
と
み
え
て
候
う
。
摂
取
の
う
え
に
は
、
と
も
か
く
も
行
者
の
は
か
ら
い
あ
る
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鸞
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仏
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火
や
地
震
・
津
波
な
ど
の
災
害
の
影
響
で
疫
病
が
広
ま
り
始
め
た
時
期
に
重

な
っ
て
お
り
、
危
機
的
な
社
会
情
況
が
思
想
展
開
の
契
機
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
の
主
要
な
書
簡
十
一
通
を
飯
沼
（
蕗
田
）
の
善
性
が
書
写
編
集
し
た
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
の
中
で
、
執
筆
発
信
さ
れ
た

日
付
の
順
で
最
も
早
い
の
は
、
四
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
し
の
ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
に
宛
て
た
十
月
六
日
付
の
親
鸞
の
手
紙
で
あ

り
、
そ
の
真
蹟
は
高
田
専
修
寺
に
伝
え
ら
れ
現
存
す
る
。

　
た
ず
ね
お
お
せ
ら
れ
て
そ
う
ろ
う
摂
取
不
捨
の
事
は
、『
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
と
申
す
に
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
を
み
ま
い
ら

せ
候
え
ば
、「
釈
迦
如
来
・
弥
陀
仏
、
わ
れ
ら
が
慈
悲
の
父
母
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
便
に
て
、
我
等
が
無
上
信
心
を
ば
ひ
ら
き
お

こ
さ
せ
給
う
」
と
候
え
ば
、
ま
こ
と
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
事
は
、
釈
迦
・
弥
陀
の
御
は
か
ら
い
と
み
え
て
候
う
。
往
生
の
心
う
た
が

い
な
く
な
り
候
う
は
、
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
す
る
ゆ
え
と
み
え
て
候
う
。
摂
取
の
う
え
に
は
、
と
も
か
く
も
行
者
の
は
か
ら
い
あ
る

（

）
3

（

）
4



4

べ
か
ら
ず
候
う
。
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退
の
く
ら
い
に
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
い
と
な
づ
け
て
お
わ
し
ま

す
事
に
て
候
う
な
り
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
九
〇
頁
）

　
書
き
出
し
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
摂
取
不
捨
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
質
問
状
へ
の
返
書
で
あ
り
、
親
鸞
は
善
導
の
『
般
舟
讃
』

の
文
を
引
用
し
、
相
手
を
思
い
や
る
非
常
に
丁
寧
な
敬
語
を
用
い
て
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
和
文
に
訳
し
て
引
か
れ
て
い
る
『
般
舟
讃
』

序
文
の
原
文
は
「
釈
迦
如
来
は
実
に
是
慈
悲
の
父
母
な
り
。
種
種
の
方
便
も
て
、
我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
う
」（
原
漢

文
）
と
い
う
形
で
あ
り
、
主
語
は
「
釈
迦
如
来
」
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
信
巻
と
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
原
文
の
ま
ま
の
形
で
引
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
に
お
け
る
引
用
で
は
主
語
が
「
釈
迦
諸
仏
」
に
な
り
、
こ
の
手
紙
で
は
「
釈
迦
如
来
・
弥
陀

仏
」
の
二
尊
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
釈
迦
弥
陀
の
二
尊
を
主
語
と
す
る
引
用
例
は
仮
名
聖
教
に
み
ら
れ
、『
高
僧
和
讃
』
善
導
讃

の
十
三
首
目
に
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
　
種
種
に
善
巧
方
便
し

　
　
わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を
　
発
起
せ
し
め
た
ま
い
け
り 

（『
真
宗
聖
典
』
四
九
六
頁
）

　
同
じ
よ
う
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
「
釈
迦
は
慈
父
、
弥
陀
は
悲
母
な
り
。
わ
れ
ら
が
ち
ち
・
は
は
、
種
種
の
方
便
を
し
て
、
無
上
の

信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
え
る
な
り
と
、
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
聖
教
に
お
い
て
主
語
が
釈
迦
弥

陀
二
尊
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
慈
悲
の
父
母

0

0

」
と
い
う
対
に
な
っ
た
述
語
と
の
呼
応
が
自
然
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う

が
、
よ
り
根
本
的
な
理
由
は
、
釈
迦
諸
仏
に
よ
る
様
々
な
方
便
の
根
源
に
は
、
必
ず
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
般
舟
讃
』
巻
頭
の
文
は
、
正
嘉
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
親
鸞
に
と
っ
て
思
想
の
重
要
な
拠
り
所
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
、
正
嘉
二
年
九
月
に
再
治
を
終
え
た
『
正
像
末
法
和
讃
』（
顕
智
書
写
本
）
で
は
、
巻
頭
に
移
さ
れ
た
夢
告
和
讃
の
前
に
そ
の

漢
文
原
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
六
日
の
真
仏
（「
し
の
ぶ
の
御
房
」）
に
宛
て
た
消
息
に
お
け
る
引
用
で
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』
の
例
と
同
様
に
「
釈
迦
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如
来
・
弥
陀
仏
、
わ
れ
ら
が

0

0

0

0

慈
悲
の
父
母
」
と
い
う
よ
う
に
、「
私
た
ち
の
」
と
い
う
連
体
修
飾
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ

れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
に
来
る
「
我
等
が

0

0

0

無
上
信
心
」
と
対
に
な
る
表
現
で
あ
り
、
如
来
の
慈
悲
と
如
来
か
ら
た
ま
わ
る
信
心
の
つ
な
が

り
を
示
す
と
と
も
に
、
信
心
が
定
ま
っ
た
も
の
は
み
な
「
如
来
の
家
」
に
生
ま
れ
た
「
如
来
の
子
」
で
あ
り
、
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
育

ま
れ
る
兄
弟
姉
妹
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
表
現
と
解
さ
れ
る
。「
摂
取
不
捨
」
に
関
す
る
問
い
に
答
え
る
親
鸞
の
念
頭
に
は
、

仏
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
信
心
発
起
し
た
阿
闍
世
王
が
詠
ず
る
次
の
偈
文
（『
大
般
涅
槃
経
』
梵
行
品
）
が
浮
か
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

如
来
、
一
切
の
た
め
に
、
常
に
慈
父
母
と
作
り
た
ま
え
り
。

当
に
知
る
べ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
は
、
み
な
こ
れ
如
来
の
子
な
り
。 

（『
真
宗
聖
典
』
二
六
七
頁
）

　
真
仏
か
ら
親
鸞
の
も
と
に
届
い
た
質
問
状
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
「
摂
取
不
捨
の
事
」
が
問
わ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
返
信
の
中
で
親
鸞
が
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
は
、
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
す
る
ゆ
え

と
み
え
て
候
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
真
仏
の
手
紙
に
は
何
ら
か
の
理
由
で
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
」
と
い
う
心
境
の

変
化
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
つ
な
が
り
で
「
摂
取
不
捨
」
の
こ
と
を
尋
ね
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
九
月
の
初
め
の
頃
と
推
定
さ

れ
る
真
仏
か
ら
の
上
書
の
発
信
時
期
を
考
え
る
と
、
そ
の
心
境
の
深
ま
り
は
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
関
東
の
情
況
を
知
ら
せ
る
中
で
鎌
倉
の
地
震
や
沿
岸
部
の
津
波
に
よ
る
被
災
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
真
仏
の
言
葉
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
「
死
を
覚
悟
す
る
に
到
っ
た
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
、
真
仏
は
半
年
後
の
正
嘉
二
年
三
月
八
日
に
五
十
歳
で
命
終
し
て
い
る
。
被
災
後
の
困
難
な
情
況
の
中
で
関
東
の
同
朋
を
気
遣

う
真
仏
に
対
し
て
、
無
理
を
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
意
味
も
込
め
て
「
行
者
の
は
か
ら
い
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
。「
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退
の
く
ら
い
に
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
い
と
な
づ
け
て
お
わ
し
ま
す
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
は
「
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
強
い
敬
意
を
表
す
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
相
手
を
い
た
わ
る
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
た
こ
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（
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べ
か
ら
ず
候
う
。
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退
の
く
ら
い
に
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
い
と
な
づ
け
て
お
わ
し
ま

す
事
に
て
候
う
な
り
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
九
〇
頁
）

　
書
き
出
し
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
摂
取
不
捨
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
質
問
状
へ
の
返
書
で
あ
り
、
親
鸞
は
善
導
の
『
般
舟
讃
』

の
文
を
引
用
し
、
相
手
を
思
い
や
る
非
常
に
丁
寧
な
敬
語
を
用
い
て
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
和
文
に
訳
し
て
引
か
れ
て
い
る
『
般
舟
讃
』

序
文
の
原
文
は
「
釈
迦
如
来
は
実
に
是
慈
悲
の
父
母
な
り
。
種
種
の
方
便
も
て
、
我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
う
」（
原
漢

文
）
と
い
う
形
で
あ
り
、
主
語
は
「
釈
迦
如
来
」
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』
信
巻
と
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
原
文
の
ま
ま
の
形
で
引
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
に
お
け
る
引
用
で
は
主
語
が
「
釈
迦
諸
仏
」
に
な
り
、
こ
の
手
紙
で
は
「
釈
迦
如
来
・
弥
陀

仏
」
の
二
尊
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
釈
迦
弥
陀
の
二
尊
を
主
語
と
す
る
引
用
例
は
仮
名
聖
教
に
み
ら
れ
、『
高
僧
和
讃
』
善
導
讃

の
十
三
首
目
に
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
　
種
種
に
善
巧
方
便
し

　
　
わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を
　
発
起
せ
し
め
た
ま
い
け
り 

（『
真
宗
聖
典
』
四
九
六
頁
）

　
同
じ
よ
う
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
「
釈
迦
は
慈
父
、
弥
陀
は
悲
母
な
り
。
わ
れ
ら
が
ち
ち
・
は
は
、
種
種
の
方
便
を
し
て
、
無
上
の

信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
え
る
な
り
と
、
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
聖
教
に
お
い
て
主
語
が
釈
迦
弥

陀
二
尊
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
慈
悲
の
父
母

0

0

」
と
い
う
対
に
な
っ
た
述
語
と
の
呼
応
が
自
然
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う

が
、
よ
り
根
本
的
な
理
由
は
、
釈
迦
諸
仏
に
よ
る
様
々
な
方
便
の
根
源
に
は
、
必
ず
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
般
舟
讃
』
巻
頭
の
文
は
、
正
嘉
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
親
鸞
に
と
っ
て
思
想
の
重
要
な
拠
り
所
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
、
正
嘉
二
年
九
月
に
再
治
を
終
え
た
『
正
像
末
法
和
讃
』（
顕
智
書
写
本
）
で
は
、
巻
頭
に
移
さ
れ
た
夢
告
和
讃
の
前
に
そ
の

漢
文
原
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
六
日
の
真
仏
（「
し
の
ぶ
の
御
房
」）
に
宛
て
た
消
息
に
お
け
る
引
用
で
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』
の
例
と
同
様
に
「
釈
迦
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如
来
・
弥
陀
仏
、
わ
れ
ら
が

0

0

0

0

慈
悲
の
父
母
」
と
い
う
よ
う
に
、「
私
た
ち
の
」
と
い
う
連
体
修
飾
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ

れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
に
来
る
「
我
等
が

0

0

0

無
上
信
心
」
と
対
に
な
る
表
現
で
あ
り
、
如
来
の
慈
悲
と
如
来
か
ら
た
ま
わ
る
信
心
の
つ
な
が

り
を
示
す
と
と
も
に
、
信
心
が
定
ま
っ
た
も
の
は
み
な
「
如
来
の
家
」
に
生
ま
れ
た
「
如
来
の
子
」
で
あ
り
、
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
育

ま
れ
る
兄
弟
姉
妹
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
表
現
と
解
さ
れ
る
。「
摂
取
不
捨
」
に
関
す
る
問
い
に
答
え
る
親
鸞
の
念
頭
に
は
、

仏
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
信
心
発
起
し
た
阿
闍
世
王
が
詠
ず
る
次
の
偈
文
（『
大
般
涅
槃
経
』
梵
行
品
）
が
浮
か
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

如
来
、
一
切
の
た
め
に
、
常
に
慈
父
母
と
作
り
た
ま
え
り
。

当
に
知
る
べ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
は
、
み
な
こ
れ
如
来
の
子
な
り
。 

（『
真
宗
聖
典
』
二
六
七
頁
）

　
真
仏
か
ら
親
鸞
の
も
と
に
届
い
た
質
問
状
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
「
摂
取
不
捨
の
事
」
が
問
わ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
返
信
の
中
で
親
鸞
が
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
は
、
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
す
る
ゆ
え

と
み
え
て
候
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
真
仏
の
手
紙
に
は
何
ら
か
の
理
由
で
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
」
と
い
う
心
境
の

変
化
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
つ
な
が
り
で
「
摂
取
不
捨
」
の
こ
と
を
尋
ね
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
九
月
の
初
め
の
頃
と
推
定
さ

れ
る
真
仏
か
ら
の
上
書
の
発
信
時
期
を
考
え
る
と
、
そ
の
心
境
の
深
ま
り
は
八
月
二
十
三
日
の
南
関
東
大
地
震
と
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
関
東
の
情
況
を
知
ら
せ
る
中
で
鎌
倉
の
地
震
や
沿
岸
部
の
津
波
に
よ
る
被
災
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
真
仏
の
言
葉
に
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
「
死
を
覚
悟
す
る
に
到
っ
た
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
、
真
仏
は
半
年
後
の
正
嘉
二
年
三
月
八
日
に
五
十
歳
で
命
終
し
て
い
る
。
被
災
後
の
困
難
な
情
況
の
中
で
関
東
の
同
朋
を
気
遣

う
真
仏
に
対
し
て
、
無
理
を
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
意
味
も
込
め
て
「
行
者
の
は
か
ら
い
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
る
。「
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退
の
く
ら
い
に
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
、
正
定
聚
の
く
ら
い
と
な
づ
け
て
お
わ
し
ま
す
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
は
「
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
強
い
敬
意
を
表
す
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
相
手
を
い
た
わ
る
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
た
こ

（

）
12

（

）
13

（

）
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（

）
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（
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6

の
手
紙
に
は
、
当
時
の
関
東
の
情
況
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
と
、
そ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
し
て
の
「
正
定
聚

の
く
ら
い
」
が
、
門
弟
た
ち
の
間
に
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

二
　
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
の
性
信
へ
の
消
息
に
お
け
る
「
如
来
と
ひ
と
し
」

　
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
、
関
東
の
情
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
他
の
門
弟
た
ち
か
ら
も
届
い
て
お
り
、
親
鸞
は
よ
り
公
式
な
法
語
の
形
で

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
積
極
的
な
意
味
を
伝
え
る
必
要
を
感
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
で
飯
沼
（
横
曽
根
）
の

性
信
に
宛
て
た
消
息
は
、
年
月
日
・
干
支
・
差
出
人
・
宛
名
が
す
べ
て
揃
っ
た
正
式
な
も
の
で
、
入
念
に
推
敲
さ
れ
た
法
語
の
形
に
な
っ

て
い
る
。
残
念
な
が
ら
真
筆
は
現
存
し
な
い
が
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
第
五
通
、『
末
燈
鈔
』
第
三
通
に
収
め
ら
れ
、
性
信
の
門
流
が

伝
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
に
は
「
金
剛
信
心
の
事
」
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
た
重
要
文
書
と
し
て
六
番
目
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
法
語
は
、
親
鸞
が
到
達
し
た
「
現
生
正
定
聚
」
思
想
の
極
致
を
五
百
字
あ
ま
り
の
文
章
に
凝
縮
し
て
お
り
、
親
鸞
が
「
正
定
聚
の

く
ら
い
」
に
「
証
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
転
釈
の
展
開
を
「
等
正
覚
」・「
弥
勒
に
お
な
じ
」・「
無
上
覚
」・「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う

順
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
信
心
を
え
た
る
人
は
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
等
正
覚
の
く
ら
い
と
も
う
す
な
り
。
い
ま
の
『
大
無
量

寿
経
』
に
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
さ
だ
ま
る
を
正
定
聚
と
な
づ
け
、『
無
量
寿
如
来
会
』
に
は
、
等
正
覚
と
と
き
給
え
り
。
そ
の
名

こ
そ
か
わ
り
た
れ
ど
も
、
正
定
聚
・
等
正
覚
は
、
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
、
ひ
と
つ
く
ら
い
な
り
。
等
正
覚
と
も
う
す
く
ら
い
は
、
補
処
の

弥
勒
と
お
な
じ
く
ら
い
な
り
。
弥
勒
と
お
な
じ
く
、
こ
の
た
び
無
上
覚
に
い
た
る
べ
き
ゆ
え
に
、
弥
勒
に
お
な
じ
と
と
き
給
え
り
。

さ
て
、『
大
経
』
に
は
、「
次
如
弥
勒
」
と
は
申
す
な
り
。
弥
勒
は
す
で
に
仏
に
ち
か
く
ま
し
ま
せ
ば
、
弥
勒
仏
と
諸
宗
の
な
ら
い
は

申
す
な
り
。
し
か
れ
ば
、
弥
勒
に
お
な
じ
く
ら
い
な
れ
ば
、
正
定
聚
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
と
も
申
す
な
り
。
浄
土
の
真
実
信
心
の

（

）
17

（

）
18

7

人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
﹇
ば
﹈、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ

る
べ
し
と
し
ら
せ
給
え
。
弥
勒
す
で
に
無
上
覚
に
そ
の
心
さ
だ
ま
り
て
、
あ
か
つ
き
に
な
ら
せ
給
う
に
よ
り
て
、
三
会
の
あ
か
つ
き

と
申
す
な
り
。
浄
土
真
実
の
人
も
こ
の
こ
こ
ろ
を
こ
こ
ろ
う
べ
き
な
り
。
光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
、「
信
心
の
人
は
、

そ
の
心
す
で
に
浄
土
に
居
す
」
と
釈
し
給
え
り
。「
居
す
」
と
い
う
は
、
浄
土
に
、
信
心
の
人
の
こ
こ
ろ
つ
ね
に
い
た
り
と
い
う
こ

こ
ろ
な
り
。
こ
れ
は
弥
勒
と
お
な
じ
く
と
い
う
こ
と
を
申
す
な
り
。
こ
れ
は
等
正
覚
を
弥
勒
と
お
な
じ
と
申
す
に
よ
り
て
、
信
心
の

人
は
如
来
と
ひ
と
し
と
申
す
こ
こ
ろ
な
り
。

　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
十
月
十
日
　
　
　
　
　
親
鸞

　
性
信
御
坊 

（『
真
宗
聖
典
』
五
九
一
頁
）

　
こ
の
法
語
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
「
等
正
覚
」「
補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
」「
無
上
覚
」「
如
来
と
ひ
と
し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
嘉
元
年

前
半
ま
で
の
仮
名
聖
教
の
中
に
説
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
意
味
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
聖
教
の
典
拠
を
示
し
な
が
ら
畳
み

か
け
る
よ
う
に
語
っ
て
お
り
、「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を
、
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
す
る
勢
い
の
あ
る
法

語
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
が
「
等
正
覚
の
く
ら
い
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
仏
教
の
常
識
に
お

い
て
は
決
し
て
同
義
語
で
は
な
い
。「
等
正
覚
」
は
、
仏
・
如
来
の
「
正
し
く
平
等
な
目
覚
め
」（
三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
いsam

yaksam

・bodhi

）
と
い

う
の
が
第
一
義
で
あ
り
、『
大
無
量
寿
経
』
な
ど
古
訳
で
は
仏
の
十
号
の
一
つ
（sam

yaksam

・buddha

の
訳
語
）
と
し
て
「
等
正
覚
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
正
定
聚
が
そ
の
「
等
正
覚
」
と
同
じ
位
だ
と
い
う
の
は
か
な
り
大
胆
な
転
釈
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
言
え
る
な
ら

「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
の
決
定
的
な
論
拠
と
な
る
。
親
鸞
は
こ
の
転
釈
の
典
拠
と
し
て
、
唐
訳
『
無
量
寿
如
来
会
』
の
第
十
一

願
文
に
お
い
て
「
正
定
聚
に
住
す
る
」
に
該
当
す
る
部
分
が
「
等
正
覚
を
成
ず
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
、『
教
行
信

証
』
証
巻
の
ほ
か
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』、『
如
来
二
種
回
向
文
』、『
一
念
多
念
文
意
』
の
要
所
に
繰
り
返
し
引
用
し
て
い
る
。「
正
定

（

）
19

（

）
20
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の
手
紙
に
は
、
当
時
の
関
東
の
情
況
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
と
、
そ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
「
摂
取
不
捨
の
利
益
」
と
し
て
の
「
正
定
聚

の
く
ら
い
」
が
、
門
弟
た
ち
の
間
に
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

二
　
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
の
性
信
へ
の
消
息
に
お
け
る
「
如
来
と
ひ
と
し
」

　
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
、
関
東
の
情
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
が
他
の
門
弟
た
ち
か
ら
も
届
い
て
お
り
、
親
鸞
は
よ
り
公
式
な
法
語
の
形
で

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
積
極
的
な
意
味
を
伝
え
る
必
要
を
感
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
で
飯
沼
（
横
曽
根
）
の

性
信
に
宛
て
た
消
息
は
、
年
月
日
・
干
支
・
差
出
人
・
宛
名
が
す
べ
て
揃
っ
た
正
式
な
も
の
で
、
入
念
に
推
敲
さ
れ
た
法
語
の
形
に
な
っ

て
い
る
。
残
念
な
が
ら
真
筆
は
現
存
し
な
い
が
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
第
五
通
、『
末
燈
鈔
』
第
三
通
に
収
め
ら
れ
、
性
信
の
門
流
が

伝
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
に
は
「
金
剛
信
心
の
事
」
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
た
重
要
文
書
と
し
て
六
番
目
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
法
語
は
、
親
鸞
が
到
達
し
た
「
現
生
正
定
聚
」
思
想
の
極
致
を
五
百
字
あ
ま
り
の
文
章
に
凝
縮
し
て
お
り
、
親
鸞
が
「
正
定
聚
の

く
ら
い
」
に
「
証
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
転
釈
の
展
開
を
「
等
正
覚
」・「
弥
勒
に
お
な
じ
」・「
無
上
覚
」・「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う

順
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
信
心
を
え
た
る
人
は
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
等
正
覚
の
く
ら
い
と
も
う
す
な
り
。
い
ま
の
『
大
無
量

寿
経
』
に
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
さ
だ
ま
る
を
正
定
聚
と
な
づ
け
、『
無
量
寿
如
来
会
』
に
は
、
等
正
覚
と
と
き
給
え
り
。
そ
の
名

こ
そ
か
わ
り
た
れ
ど
も
、
正
定
聚
・
等
正
覚
は
、
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
、
ひ
と
つ
く
ら
い
な
り
。
等
正
覚
と
も
う
す
く
ら
い
は
、
補
処
の

弥
勒
と
お
な
じ
く
ら
い
な
り
。
弥
勒
と
お
な
じ
く
、
こ
の
た
び
無
上
覚
に
い
た
る
べ
き
ゆ
え
に
、
弥
勒
に
お
な
じ
と
と
き
給
え
り
。

さ
て
、『
大
経
』
に
は
、「
次
如
弥
勒
」
と
は
申
す
な
り
。
弥
勒
は
す
で
に
仏
に
ち
か
く
ま
し
ま
せ
ば
、
弥
勒
仏
と
諸
宗
の
な
ら
い
は

申
す
な
り
。
し
か
れ
ば
、
弥
勒
に
お
な
じ
く
ら
い
な
れ
ば
、
正
定
聚
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
と
も
申
す
な
り
。
浄
土
の
真
実
信
心
の

（

）
17

（

）
18

7

人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
﹇
ば
﹈、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ

る
べ
し
と
し
ら
せ
給
え
。
弥
勒
す
で
に
無
上
覚
に
そ
の
心
さ
だ
ま
り
て
、
あ
か
つ
き
に
な
ら
せ
給
う
に
よ
り
て
、
三
会
の
あ
か
つ
き

と
申
す
な
り
。
浄
土
真
実
の
人
も
こ
の
こ
こ
ろ
を
こ
こ
ろ
う
べ
き
な
り
。
光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
、「
信
心
の
人
は
、

そ
の
心
す
で
に
浄
土
に
居
す
」
と
釈
し
給
え
り
。「
居
す
」
と
い
う
は
、
浄
土
に
、
信
心
の
人
の
こ
こ
ろ
つ
ね
に
い
た
り
と
い
う
こ

こ
ろ
な
り
。
こ
れ
は
弥
勒
と
お
な
じ
く
と
い
う
こ
と
を
申
す
な
り
。
こ
れ
は
等
正
覚
を
弥
勒
と
お
な
じ
と
申
す
に
よ
り
て
、
信
心
の

人
は
如
来
と
ひ
と
し
と
申
す
こ
こ
ろ
な
り
。

　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
十
月
十
日
　
　
　
　
　
親
鸞

　
性
信
御
坊 

（『
真
宗
聖
典
』
五
九
一
頁
）

　
こ
の
法
語
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
「
等
正
覚
」「
補
処
の
弥
勒
に
お
な
じ
」「
無
上
覚
」「
如
来
と
ひ
と
し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
嘉
元
年

前
半
ま
で
の
仮
名
聖
教
の
中
に
説
か
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
意
味
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
聖
教
の
典
拠
を
示
し
な
が
ら
畳
み

か
け
る
よ
う
に
語
っ
て
お
り
、「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を
、
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
す
る
勢
い
の
あ
る
法

語
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
が
「
等
正
覚
の
く
ら
い
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
は
仏
教
の
常
識
に
お

い
て
は
決
し
て
同
義
語
で
は
な
い
。「
等
正
覚
」
は
、
仏
・
如
来
の
「
正
し
く
平
等
な
目
覚
め
」（
三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
いsam

yaksam

・bodhi

）
と
い

う
の
が
第
一
義
で
あ
り
、『
大
無
量
寿
経
』
な
ど
古
訳
で
は
仏
の
十
号
の
一
つ
（sam

yaksam

・buddha

の
訳
語
）
と
し
て
「
等
正
覚
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
正
定
聚
が
そ
の
「
等
正
覚
」
と
同
じ
位
だ
と
い
う
の
は
か
な
り
大
胆
な
転
釈
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
言
え
る
な
ら

「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
の
決
定
的
な
論
拠
と
な
る
。
親
鸞
は
こ
の
転
釈
の
典
拠
と
し
て
、
唐
訳
『
無
量
寿
如
来
会
』
の
第
十
一

願
文
に
お
い
て
「
正
定
聚
に
住
す
る
」
に
該
当
す
る
部
分
が
「
等
正
覚
を
成
ず
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
、『
教
行
信

証
』
証
巻
の
ほ
か
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』、『
如
来
二
種
回
向
文
』、『
一
念
多
念
文
意
』
の
要
所
に
繰
り
返
し
引
用
し
て
い
る
。「
正
定

（

）
19

（

）
20



8

聚
」
が
「
等
正
覚
」
と
同
義
で
あ
れ
ば
、「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
言
え
る
。
身
は
「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
」
の
凡
夫
だ
と
し
て
も
、

「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
弥
勒
と
お
な
じ
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
「
等
正
覚
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
転
釈
さ
れ
て
い
る
。「
補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
ら

い
」
と
い
う
と
き
の
「
等
正
覚
」
は
、
大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
五
十
二
の
階
梯
の
う
ち
、
仏
と
な
る
「
妙
覚
」
位
の
直
前
の
五
十
一
番
目

の
「
等
覚
」
位
を
指
す
。
弥
勒
は
、
ほ
と
ん
ど
仏
と
等
し
い
目
覚
め
を
成
就
し
て
い
る
の
で
「
等
覚
」
な
の
で
あ
る
。「
等
正
覚
」
の
弥

勒
は
仏
に
限
り
な
く
近
い
の
で
、
菩
薩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
様
々
な
伝
統
に
お
い
て
「
弥
勒
仏
」
と
呼
ぶ
習
わ
し
だ
と
い
う
。
こ
こ

で
の
「
弥
勒
仏
」
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
少
し
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

・
笠
間
時
朝
と
等
身
の
弥
勒
仏
像

　
親
鸞
は
、
八
十
三
歳
の
建
長
七
年
十
月
三
日
付
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
の
う
た
が
い
と
わ
れ
た
る
事
」
と
題
さ
れ
た
長
い
法
語
の
中
で
、

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
定
ま
っ
た
念
仏
者
を
「
弥
勒
仏
と
ひ
と
し
き
人
」
と
言
い
表
し
、
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
間
に
書
か
れ
た

仮
名
聖
教
の
中
で
「
弥
勒
と
お
な
じ
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
な
角
度
か
ら
論

じ
ら
れ
て
き
た
が
、
最
も
直
接
的
な
原
因
は
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
笠
間
時
朝
（
一
二
〇
四
〜
一
二
六
五
）
が
、
親
鸞
の
門
弟
の
多

い
笠
間
郡
の
石
寺
に
、
自
ら
と
同
じ
身
の
丈
と
言
わ
れ
る
「
弥
勒
仏
」
立
像
を
造
立
し
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
笠
間
時
朝
は
下
野
の
宇
都
宮
氏
の
一
族
、
塩
谷
朝
業
（
信
生
）
の
次
男
で
、
伯
父
の
宇
都
宮
頼
綱
（
蓮
生
）
の
養
子
と
な
り
、
常
陸
国

笠
間
郡
の
領
主
と
し
て
長
年
そ
の
地
を
治
め
た
武
士
で
あ
る
が
、
仏
教
や
和
歌
に
も
造
詣
の
深
い
優
れ
た
文
化
人
で
あ
っ
た
。
関
東
時
代

の
親
鸞
が
教
化
の
拠
点
に
し
、『
教
行
信
証
』
の
草
稿
を
完
成
し
た
稲
田
の
草
庵
は
笠
間
領
内
に
あ
り
、
親
鸞
が
京
都
に
戻
る
六
十
歳
の

頃
に
時
朝
は
三
十
歳
を
過
ぎ
た
壮
年
の
領
主
だ
っ
た
の
で
、
当
然
親
鸞
と
は
面
識
が
あ
り
、
京
都
に
戻
っ
た
後
も
晩
年
ま
で
交
流
が
続
い

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
稲
田
西
念
寺
に
伝
わ
る
「
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
『
交
名
牒
』」
に
は
、
門
弟
の
名
簿
の
後
に
「
有
力
な

（

）
21

（

）
22

（

）
23

9

帰
依
者
（
帰
依
布
列
）」
と
し
て
十
五
人
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
三
番
目
に
「
有
阿
弥
陀
仏

　
常
州
カ
サ
マ
ノ
　
号
笠
間
長
門
守

ト
」
と
あ
る
。
こ
の
「
笠
間
長
門
守
」
と
は
時
朝
の
こ
と
で
あ
る
。「
有
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
号
は
、
証
空
の
門
下
で
教
え
を

受
け
た
浄
土
宗
の
念
仏
者
と
し
て
の
名
告
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
嘉
二
年
七
月
の
発
信
と
推
定
さ
れ
る
『
末
燈
鈔
』
第

十
二
通
に
お
い
て
、
八
十
六
歳
の
親
鸞
が
、
相
手
の
偏
っ
た
往
生
理
解
に
つ
い
て
「
お
お
か
た
こ
こ
ろ
え
が
た
く
そ
う
ろ
う
」
と
ほ
ぼ
全

否
定
し
な
が
ら
、
同
じ
手
紙
の
末
尾
に
「
こ
の
身
は
い
ま
は
と
し
き
わ
ま
り
て
そ
う
ら
え
ば
、
さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
そ
う
ら
わ

ん
ず
れ
ば
、
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
ま
ち
ま
い
ら
せ
そ
う
ろ
う
べ
し
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
」
と
懇
ろ
な
挨
拶
を
書
き
送

（

）
24

（
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聚
」
が
「
等
正
覚
」
と
同
義
で
あ
れ
ば
、「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
言
え
る
。
身
は
「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
」
の
凡
夫
だ
と
し
て
も
、

「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
弥
勒
と
お
な
じ
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
「
等
正
覚
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
転
釈
さ
れ
て
い
る
。「
補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
ら

い
」
と
い
う
と
き
の
「
等
正
覚
」
は
、
大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
五
十
二
の
階
梯
の
う
ち
、
仏
と
な
る
「
妙
覚
」
位
の
直
前
の
五
十
一
番
目

の
「
等
覚
」
位
を
指
す
。
弥
勒
は
、
ほ
と
ん
ど
仏
と
等
し
い
目
覚
め
を
成
就
し
て
い
る
の
で
「
等
覚
」
な
の
で
あ
る
。「
等
正
覚
」
の
弥

勒
は
仏
に
限
り
な
く
近
い
の
で
、
菩
薩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
様
々
な
伝
統
に
お
い
て
「
弥
勒
仏
」
と
呼
ぶ
習
わ
し
だ
と
い
う
。
こ
こ

で
の
「
弥
勒
仏
」
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
少
し
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

・
笠
間
時
朝
と
等
身
の
弥
勒
仏
像

　
親
鸞
は
、
八
十
三
歳
の
建
長
七
年
十
月
三
日
付
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
の
う
た
が
い
と
わ
れ
た
る
事
」
と
題
さ
れ
た
長
い
法
語
の
中
で
、

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
定
ま
っ
た
念
仏
者
を
「
弥
勒
仏
と
ひ
と
し
き
人
」
と
言
い
表
し
、
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
間
に
書
か
れ
た

仮
名
聖
教
の
中
で
「
弥
勒
と
お
な
じ
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
な
角
度
か
ら
論

じ
ら
れ
て
き
た
が
、
最
も
直
接
的
な
原
因
は
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
笠
間
時
朝
（
一
二
〇
四
〜
一
二
六
五
）
が
、
親
鸞
の
門
弟
の
多

い
笠
間
郡
の
石
寺
に
、
自
ら
と
同
じ
身
の
丈
と
言
わ
れ
る
「
弥
勒
仏
」
立
像
を
造
立
し
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
笠
間
時
朝
は
下
野
の
宇
都
宮
氏
の
一
族
、
塩
谷
朝
業
（
信
生
）
の
次
男
で
、
伯
父
の
宇
都
宮
頼
綱
（
蓮
生
）
の
養
子
と
な
り
、
常
陸
国

笠
間
郡
の
領
主
と
し
て
長
年
そ
の
地
を
治
め
た
武
士
で
あ
る
が
、
仏
教
や
和
歌
に
も
造
詣
の
深
い
優
れ
た
文
化
人
で
あ
っ
た
。
関
東
時
代

の
親
鸞
が
教
化
の
拠
点
に
し
、『
教
行
信
証
』
の
草
稿
を
完
成
し
た
稲
田
の
草
庵
は
笠
間
領
内
に
あ
り
、
親
鸞
が
京
都
に
戻
る
六
十
歳
の

頃
に
時
朝
は
三
十
歳
を
過
ぎ
た
壮
年
の
領
主
だ
っ
た
の
で
、
当
然
親
鸞
と
は
面
識
が
あ
り
、
京
都
に
戻
っ
た
後
も
晩
年
ま
で
交
流
が
続
い

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
稲
田
西
念
寺
に
伝
わ
る
「
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
『
交
名
牒
』」
に
は
、
門
弟
の
名
簿
の
後
に
「
有
力
な

（

）
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（

）
22

（

）
23

9

帰
依
者
（
帰
依
布
列
）」
と
し
て
十
五
人
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
三
番
目
に
「
有
阿
弥
陀
仏
　
常
州
カ
サ
マ
ノ
　
号
笠
間
長
門
守

ト
」
と
あ
る
。
こ
の
「
笠
間
長
門
守
」
と
は
時
朝
の
こ
と
で
あ
る
。「
有
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
号
は
、
証
空
の
門
下
で
教
え
を

受
け
た
浄
土
宗
の
念
仏
者
と
し
て
の
名
告
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
嘉
二
年
七
月
の
発
信
と
推
定
さ
れ
る
『
末
燈
鈔
』
第

十
二
通
に
お
い
て
、
八
十
六
歳
の
親
鸞
が
、
相
手
の
偏
っ
た
往
生
理
解
に
つ
い
て
「
お
お
か
た
こ
こ
ろ
え
が
た
く
そ
う
ろ
う
」
と
ほ
ぼ
全

否
定
し
な
が
ら
、
同
じ
手
紙
の
末
尾
に
「
こ
の
身
は
い
ま
は
と
し
き
わ
ま
り
て
そ
う
ら
え
ば
、
さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
そ
う
ら
わ

ん
ず
れ
ば
、
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
ま
ち
ま
い
ら
せ
そ
う
ろ
う
べ
し
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
」
と
懇
ろ
な
挨
拶
を
書
き
送

（
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10

っ
た
「
有
阿
弥
陀
仏
」
は
、
笠
間
城
主
の
時
朝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
八
十
三
歳
の
と
き
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
の
う
た
が
い
と
わ

れ
た
る
事
」
と
い
う
法
語
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
」
も
時
朝
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
十
日
の
性
信
宛
の
法
語
に
お
け
る
「
弥
勒
仏
」
へ
の
言
及
は
、
笠
間
時
朝
が
造
っ
た
等
身
の
「
弥
勒
仏
」
立
像
が
笠
間

を
中
心
に
関
東
で
人
々
の
話
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
所
収
の
蓮
位
添

え
状
（
正
嘉
二
年
十
月
二
十
九
日
付
）
の
中
に
「〔
京
に
〕
の
ぼ
り
て
候
い
し
人
々
、「
く
に
〔
田
舎
〕
に
論
じ
も
う
す
」
と
て
、
あ
る
い

は
、「「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と
も
う
し
候
う
人
々
候
う
」
よ
し
を
、
も
う
し
候
い
し
か
ば
、
し
る
し
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
ふ
み
の
候
う
。
し

る
し
ま
い
ら
せ
て
候
う
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
国
許
で
論
じ
て
い
る
」、
あ
る
い
は
「「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を

説
く
人
々
が
い
る
」
と
親
鸞
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
笠
間
時
朝
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
正
嘉
二
年
か

ら
弘
長
元
年
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
宇
都
宮
歌
壇
の
『
新
和
歌
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
浄
意
法
師
の
和
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
時
朝
の
返

歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
藤
原
時
朝
あ
ま
た
つ
く
り
た
て
ま
つ
り
た
る
、
等
身
の
泥
仏
を
お
が
み
た
て
ま
つ
り
て
〕

　
君
が
身
に
　
ひ
と
し
と
き
き
し
　
仏
に
ぞ

　
　
　
　
こ
こ
ろ
の
た
け
も
　
あ
ら
わ
れ
に
け
る

　
　
〔
返
事
　
藤
原
時
朝
〕

　
心
よ
り
　
こ
こ
ろ
を
つ
く
る
　
ほ
と
け
に
て

　
　
　
　
わ
が
身
の
た
け
を
　
し
ら
れ
ぬ
る
か
な

　
時
朝
に
は
『
前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
』
と
い
う
自
選
和
歌
集
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
の
他
に
も
『
大
経
』（
四
十
八
願
）『
観

経
』『
般
舟
讃
』『
法
事
讃
』『
華
厳
経
』
を
も
と
に
し
た
釈
教
歌
が
含
ま
れ
、
証
空
の
教
え
を
受
け
た
地
方
武
士
と
し
て
の
類
い
稀
な
素

養
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
朝
の
浄
土
教
理
解
は
、
親
鸞
が
信
頼
を
寄
せ
る
門
弟
た
ち
と
は
大
き
く
異
な
り
、「
念
仏
往
生

（

）
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（

）
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（

）
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（

）
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と
信
ず
る
ひ
と
は
、
辺
地
の
往
生
と
て
き
ら
わ
れ
そ
う
ろ
う
ら
ん
」
と
い
う
疑
い
を
も
っ
て
、
自
力
の
作
善
を
重
視
し
、
功
徳
を
積
む
こ

と
に
よ
っ
て
死
後
の
善
所
へ
の
往
生
を
願
う
平
安
時
代
的
、
自
力
聖
道
門
的
な
浄
土
信
仰
で
あ
っ
た
。
時
朝
が
造
立
し
た
弥
勒
仏
像
の
胎

内
胸
部
に
は
「
敬
白
　
弥
勒
如
来
　
右
志
す
所
は
、
信
心
大
施
主
藤
原
時
朝
な
ら
び
に
御
所
生
の
愛
子
等
、
現
世
安
穏
・
後
生
善
所
の
願

い
也
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

　
時
朝
の
作
善
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
に
真
言
律
宗
の
忍
性
を
常
陸
に
招
く
の
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
、
そ
の
三
年
後
に
鹿
島
神
宮
に
唐
本
一
切
経
を
寄
進
し
た
こ
と
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
と
亡
く
な
る
前
年
の
文
永
元
年
（
一

二
六
四
）
に
京
都
の
蓮
華
王
院
（
三
十
三
間
堂
）
に
千
手
観
音
菩
薩
立
像
を
一
体
ず
つ
寄
進
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
顕
密
体
制
の
中
で
大
き
な
「
善
」
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
一
大
事
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
朝
の
姿
を
見
る
と
、「
た

だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
」「
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
い
う
浄
土
宗
の
人
で
は
な
い
。
経
済
力
を
背
景
に
仏
教
的
作
善
に

励
む
教
養
あ
る
武
家
領
主
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
第
三
章
に
「
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
い

だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
善
人
」
の
典
型
で
あ
る
。
親
鸞
が
唯
円
た
ち
の
前
で
『
歎
異
抄
』
第
三
章
の

言
葉
を
語
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
脈
に
お
い
て
、「
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
わ
く
」
と
い
う
と
き
、
み
な
の
念
頭
に
す
ぐ
浮
か
ぶ
具
体
的
な

「
善
人
」
は
、
忍
性
や
時
朝
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

・「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
」
と
そ
の
文
脈

　
自
分
と
等
身
の
金
色
に
光
輝
く
弥
勒
如
来
像
を
造
り
、
笠
間
の
領
民
た
ち
に
拝
ま
せ
て
い
た
時
朝
と
は
逆
に
、
親
鸞
は
正
嘉
元
年
十
月

十
日
付
の
性
信
に
宛
て
た
法
語
に
お
い
て
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
就
い
た
も
の
は
み
な
「
弥
勒
と
お
な
じ
く
」

「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
述
べ
、
念
仏
者
の
尊
厳
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き

不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
ま
で
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
こ

（

）
31

（

）
32

（

）
33

（

）
34

（

）
35
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っ
た
「
有
阿
弥
陀
仏
」
は
、
笠
間
城
主
の
時
朝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
八
十
三
歳
の
と
き
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
の
う
た
が
い
と
わ

れ
た
る
事
」
と
い
う
法
語
の
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
」
も
時
朝
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
十
日
の
性
信
宛
の
法
語
に
お
け
る
「
弥
勒
仏
」
へ
の
言
及
は
、
笠
間
時
朝
が
造
っ
た
等
身
の
「
弥
勒
仏
」
立
像
が
笠
間

を
中
心
に
関
東
で
人
々
の
話
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
所
収
の
蓮
位
添

え
状
（
正
嘉
二
年
十
月
二
十
九
日
付
）
の
中
に
「〔
京
に
〕
の
ぼ
り
て
候
い
し
人
々
、「
く
に
〔
田
舎
〕
に
論
じ
も
う
す
」
と
て
、
あ
る
い

は
、「「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と
も
う
し
候
う
人
々
候
う
」
よ
し
を
、
も
う
し
候
い
し
か
ば
、
し
る
し
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
ふ
み
の
候
う
。
し

る
し
ま
い
ら
せ
て
候
う
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
国
許
で
論
じ
て
い
る
」、
あ
る
い
は
「「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を

説
く
人
々
が
い
る
」
と
親
鸞
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
笠
間
時
朝
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
正
嘉
二
年
か

ら
弘
長
元
年
の
頃
に
編
纂
さ
れ
た
宇
都
宮
歌
壇
の
『
新
和
歌
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
浄
意
法
師
の
和
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
時
朝
の
返

歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
藤
原
時
朝
あ
ま
た
つ
く
り
た
て
ま
つ
り
た
る
、
等
身
の
泥
仏
を
お
が
み
た
て
ま
つ
り
て
〕

　
君
が
身
に
　
ひ
と
し
と
き
き
し
　
仏
に
ぞ

　
　
　
　
こ
こ
ろ
の
た
け
も
　
あ
ら
わ
れ
に
け
る

　
　
〔
返
事
　
藤
原
時
朝
〕

　
心
よ
り
　
こ
こ
ろ
を
つ
く
る
　
ほ
と
け
に
て

　
　
　
　
わ
が
身
の
た
け
を
　
し
ら
れ
ぬ
る
か
な

　
時
朝
に
は
『
前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
』
と
い
う
自
選
和
歌
集
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
の
他
に
も
『
大
経
』（
四
十
八
願
）『
観

経
』『
般
舟
讃
』『
法
事
讃
』『
華
厳
経
』
を
も
と
に
し
た
釈
教
歌
が
含
ま
れ
、
証
空
の
教
え
を
受
け
た
地
方
武
士
と
し
て
の
類
い
稀
な
素

養
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
朝
の
浄
土
教
理
解
は
、
親
鸞
が
信
頼
を
寄
せ
る
門
弟
た
ち
と
は
大
き
く
異
な
り
、「
念
仏
往
生

（

）
27

（

）
28

（

）
29

（

）
30

11

と
信
ず
る
ひ
と
は
、
辺
地
の
往
生
と
て
き
ら
わ
れ
そ
う
ろ
う
ら
ん
」
と
い
う
疑
い
を
も
っ
て
、
自
力
の
作
善
を
重
視
し
、
功
徳
を
積
む
こ

と
に
よ
っ
て
死
後
の
善
所
へ
の
往
生
を
願
う
平
安
時
代
的
、
自
力
聖
道
門
的
な
浄
土
信
仰
で
あ
っ
た
。
時
朝
が
造
立
し
た
弥
勒
仏
像
の
胎

内
胸
部
に
は
「
敬
白
　
弥
勒
如
来
　
右
志
す
所
は
、
信
心
大
施
主
藤
原
時
朝
な
ら
び
に
御
所
生
の
愛
子
等
、
現
世
安
穏
・
後
生
善
所
の
願

い
也
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

　
時
朝
の
作
善
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
に
真
言
律
宗
の
忍
性
を
常
陸
に
招
く
の
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
、
そ
の
三
年
後
に
鹿
島
神
宮
に
唐
本
一
切
経
を
寄
進
し
た
こ
と
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
と
亡
く
な
る
前
年
の
文
永
元
年
（
一

二
六
四
）
に
京
都
の
蓮
華
王
院
（
三
十
三
間
堂
）
に
千
手
観
音
菩
薩
立
像
を
一
体
ず
つ
寄
進
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
顕
密
体
制
の
中
で
大
き
な
「
善
」
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
一
大
事
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
朝
の
姿
を
見
る
と
、「
た

だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
」「
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
い
う
浄
土
宗
の
人
で
は
な
い
。
経
済
力
を
背
景
に
仏
教
的
作
善
に

励
む
教
養
あ
る
武
家
領
主
で
あ
り
、『
歎
異
抄
』
第
三
章
に
「
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
い

だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
善
人
」
の
典
型
で
あ
る
。
親
鸞
が
唯
円
た
ち
の
前
で
『
歎
異
抄
』
第
三
章
の

言
葉
を
語
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
脈
に
お
い
て
、「
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
わ
く
」
と
い
う
と
き
、
み
な
の
念
頭
に
す
ぐ
浮
か
ぶ
具
体
的
な

「
善
人
」
は
、
忍
性
や
時
朝
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

・「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
」
と
そ
の
文
脈

　
自
分
と
等
身
の
金
色
に
光
輝
く
弥
勒
如
来
像
を
造
り
、
笠
間
の
領
民
た
ち
に
拝
ま
せ
て
い
た
時
朝
と
は
逆
に
、
親
鸞
は
正
嘉
元
年
十
月

十
日
付
の
性
信
に
宛
て
た
法
語
に
お
い
て
、
信
心
を
い
た
だ
い
て
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
就
い
た
も
の
は
み
な
「
弥
勒
と
お
な
じ
く
」

「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
述
べ
、
念
仏
者
の
尊
厳
を
強
調
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き

不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
ま
で
言
い
切
る
の
で
あ
る
。
こ

（

）
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（
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の
言
明
の
中
で
特
に
抵
抗
を
生
じ
る
の
は
、
最
後
の
「「
如
来
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
」
と
い
う
思
い
切
っ
た
修
辞
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
『
末
燈
鈔
』
第
三
通
の
よ
う
に
「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し
と

0

0

0

0

も
う
す
こ
と
も
あ
る
べ

し
」
と
傍
点
を
付
し
た
剰
語
を
補
っ
て
い
る
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
書
写
伝
承
す
る
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
で
は
親
鸞
に
よ
る
法
語
に

相
応
し
く
な
い
と
検
閲
が
入
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
強
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
真
筆
が
現
存
し
な
い
の
で
確
証
は
で
き
な
い
が
、

文
脈
か
ら
す
る
と
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
と
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
の
形
が
本
来
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
だ
け
切
り
取
ら

れ
る
と
真
言
の
「
即
身
成
仏
」
の
教
説
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
っ
た
親
鸞
の
意
図

を
思
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
法
語
の
内
部
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
「
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ

ば
」
と
い
う
よ
う
に
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
念
仏
者
の
身
と
心
を
分
け
た
上
で
、
そ
の
心
に
限
っ
て
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と

表
現
し
、「「
如
来
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
語
後
半
の
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

論
ず
る
結
論
部
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
お
け
る
「
心
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、「
身
」
の
こ
と
で
は
な
い
。

「
信
心
の
人
は
、
そ
の
心

0

0

0

す
で
に
浄
土
に
居
す
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
善
導
『
般
舟
讃
』
の
引
用
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
の
『
般
舟
讃
』
結
勧
の
原
文
は
「
欣
え
ば
す
な
わ
ち
浄
土
に
常
に
居
せ
り
（
欣
則
浄
土
常
居
）」
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
で
傍
点
を

付
し
た
「
そ
の
心
」
を
補
っ
て
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
身
と
心
を
分
け
、
心
に
つ
い
て
「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
誇
張
し
た
表
現
を
す
る
親
鸞

の
意
図
を
考
え
る
と
き
、
法
語
を
受
け
取
る
関
東
の
門
弟
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
一
つ

に
は
、
同
時
期
の
笠
間
に
、
自
分
と
等
身
の
弥
勒
仏
像
を
造
り
、「
身
の
丈
」
と
「
心
の
丈
」
の
相
応
を
和
歌
に
し
て
喧
伝
す
る
よ
う
な

領
主
の
時
朝
が
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
親
鸞
は
、
笠
間
時
朝
が
用
い
た
自
力
作
善
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
逆
手
に
取
り
、
他
力
回
向
の

「
金
剛
信
心
」
を
讃
え
る
法
語
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
性
信
に
宛
て
た
法
語
の
十
一
日
後
、
十
月
二
十
一
日
付
で
浄
信
に
宛
て
た
消
息

（

）
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（

）
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（

）
38

（
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（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』〔
広
本
〕
第
十
五
通
）
に
は
、「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
自
力
と
他
力
の
違
い
が
ま
だ
腑
に
落
ち

て
い
な
い
承
信
房
の
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

他
力
に
よ
り
て
信
を
え
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
は
如
来
と
ひ
と
し
と
候
う
を
、
自
力
な
り
と
候
う
ら
ん
は
、
い
ま
す
こ
し
承
信
房
の
御

こ
こ
ろ
の
そ
こ
の
ゆ
き
つ
か
ぬ
よ
う
に
き
こ
え
候
う
こ
そ
、
よ
く
よ
く
御
あ
ん
候
う
べ
く
や
候
う
ら
ん
。
自
力
の
こ
こ
ろ
に
て
、
わ

が
み
は
如
来
と
ひ
と
し
と
候
う
ら
ん
は
、
ま
こ
と
に
あ
し
う
候
う
べ
し
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
〇
頁
）

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
力
回
向
の
信
心
を
い
た
だ
く
か
ら
こ
そ
「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
え
る
の
で
あ
り
、「
も
し
自

力
の
心
で
、
我
が
身
は
如
来
と
等
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
間
違
っ
た
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
笠

間
時
朝
の
よ
う
な
自
力
作
善
の
「
は
か
ら
い
」
を
批
判
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
信
心
の
人
の
「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
文
脈
と
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
正
嘉
元
年
の
後
半
と
い
う

歴
史
的
災
害
の
文
脈
で
あ
る
。「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
強
調
す
る
こ
と
で
親
鸞
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る

信
心
」
は
如
来
の
大
慈
大
悲
心
と
、
大
き
さ
は
異
な
っ
て
も
同
質
の
心
で
あ
る
こ
と
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
尊
い
慈
悲
の
心
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
も
の
は
「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
は
弥
勒
（
慈

氏
）
と
同
じ
く
、
如
来
と
等
し
い
と
い
う
教
え
は
、
念
仏
者
の
実
存
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
主
体
性
を
付
与
す
る
。
厳
し
い
現
実
の
中
で

苦
悩
す
る
人
び
と
に
、
自
信
を
も
っ
て
生
き
よ
と
励
ま
す
親
鸞
の
気
持
ち
が
高
調
し
た
表
現
を
と
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
　
正
嘉
二
年
の
慶
信
と
浄
信
か
ら
の
上
書
お
よ
び
蓮
位
の
添
え
状

　
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
は
他
の
消
息
集
に
は
見
ら
れ
な
い
編
集
上
の
特
徴
が
あ
る
。
親
鸞
の
手
紙
だ
け
を
集
め
る
の
で
は
な
く
門

弟
の
慶
信
・
浄
信
・
専
信
が
親
鸞
に
書
き
送
っ
た
上
書
（
質
問
状
）
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
親
鸞
の
返
書
が
セ
ッ
ト
に
な
る
形
で
編
集
さ

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
親
鸞
の
侍
者
を
務
め
て
い
た
蓮
位
が
、
病
床
に
あ
っ
た
親
鸞
に
代
わ
っ
て
筆
を
執
り
慶
信
へ
の
返
書
に
添
え
た
長
文

（

）
40

（

）
41
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の
言
明
の
中
で
特
に
抵
抗
を
生
じ
る
の
は
、
最
後
の
「「
如
来
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
」
と
い
う
思
い
切
っ
た
修
辞
で
あ
る
。
こ

の
箇
所
に
つ
い
て
『
末
燈
鈔
』
第
三
通
の
よ
う
に
「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し
と

0

0

0

0

も
う
す
こ
と
も
あ
る
べ

し
」
と
傍
点
を
付
し
た
剰
語
を
補
っ
て
い
る
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
書
写
伝
承
す
る
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
で
は
親
鸞
に
よ
る
法
語
に

相
応
し
く
な
い
と
検
閲
が
入
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
強
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
真
筆
が
現
存
し
な
い
の
で
確
証
は
で
き
な
い
が
、

文
脈
か
ら
す
る
と
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
と
『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
の
形
が
本
来
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
だ
け
切
り
取
ら

れ
る
と
真
言
の
「
即
身
成
仏
」
の
教
説
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
っ
た
親
鸞
の
意
図

を
思
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
法
語
の
内
部
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
「
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ

ば
」
と
い
う
よ
う
に
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
念
仏
者
の
身
と
心
を
分
け
た
上
で
、
そ
の
心
に
限
っ
て
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と

表
現
し
、「「
如
来
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
語
後
半
の
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

論
ず
る
結
論
部
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
お
け
る
「
心
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、「
身
」
の
こ
と
で
は
な
い
。

「
信
心
の
人
は
、
そ
の
心

0

0

0

す
で
に
浄
土
に
居
す
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
善
導
『
般
舟
讃
』
の
引
用
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
の
『
般
舟
讃
』
結
勧
の
原
文
は
「
欣
え
ば
す
な
わ
ち
浄
土
に
常
に
居
せ
り
（
欣
則
浄
土
常
居
）」
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
で
傍
点
を

付
し
た
「
そ
の
心
」
を
補
っ
て
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
身
と
心
を
分
け
、
心
に
つ
い
て
「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
誇
張
し
た
表
現
を
す
る
親
鸞

の
意
図
を
考
え
る
と
き
、
法
語
を
受
け
取
る
関
東
の
門
弟
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
一
つ

に
は
、
同
時
期
の
笠
間
に
、
自
分
と
等
身
の
弥
勒
仏
像
を
造
り
、「
身
の
丈
」
と
「
心
の
丈
」
の
相
応
を
和
歌
に
し
て
喧
伝
す
る
よ
う
な

領
主
の
時
朝
が
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
親
鸞
は
、
笠
間
時
朝
が
用
い
た
自
力
作
善
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
逆
手
に
取
り
、
他
力
回
向
の

「
金
剛
信
心
」
を
讃
え
る
法
語
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
性
信
に
宛
て
た
法
語
の
十
一
日
後
、
十
月
二
十
一
日
付
で
浄
信
に
宛
て
た
消
息

（

）
36

（

）
37

（

）
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（

）
39
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（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』〔
広
本
〕
第
十
五
通
）
に
は
、「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
自
力
と
他
力
の
違
い
が
ま
だ
腑
に
落
ち

て
い
な
い
承
信
房
の
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

他
力
に
よ
り
て
信
を
え
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
は
如
来
と
ひ
と
し
と
候
う
を
、
自
力
な
り
と
候
う
ら
ん
は
、
い
ま
す
こ
し
承
信
房
の
御

こ
こ
ろ
の
そ
こ
の
ゆ
き
つ
か
ぬ
よ
う
に
き
こ
え
候
う
こ
そ
、
よ
く
よ
く
御
あ
ん
候
う
べ
く
や
候
う
ら
ん
。
自
力
の
こ
こ
ろ
に
て
、
わ

が
み
は
如
来
と
ひ
と
し
と
候
う
ら
ん
は
、
ま
こ
と
に
あ
し
う
候
う
べ
し
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
〇
頁
）

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
力
回
向
の
信
心
を
い
た
だ
く
か
ら
こ
そ
「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
え
る
の
で
あ
り
、「
も
し
自

力
の
心
で
、
我
が
身
は
如
来
と
等
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
間
違
っ
た
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
笠

間
時
朝
の
よ
う
な
自
力
作
善
の
「
は
か
ら
い
」
を
批
判
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
信
心
の
人
の
「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
文
脈
と
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
正
嘉
元
年
の
後
半
と
い
う

歴
史
的
災
害
の
文
脈
で
あ
る
。「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
強
調
す
る
こ
と
で
親
鸞
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る

信
心
」
は
如
来
の
大
慈
大
悲
心
と
、
大
き
さ
は
異
な
っ
て
も
同
質
の
心
で
あ
る
こ
と
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
す
る
尊
い
慈
悲
の
心
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
も
の
は
「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
は
弥
勒
（
慈

氏
）
と
同
じ
く
、
如
来
と
等
し
い
と
い
う
教
え
は
、
念
仏
者
の
実
存
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
主
体
性
を
付
与
す
る
。
厳
し
い
現
実
の
中
で

苦
悩
す
る
人
び
と
に
、
自
信
を
も
っ
て
生
き
よ
と
励
ま
す
親
鸞
の
気
持
ち
が
高
調
し
た
表
現
を
と
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
　
正
嘉
二
年
の
慶
信
と
浄
信
か
ら
の
上
書
お
よ
び
蓮
位
の
添
え
状

　
『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
に
は
他
の
消
息
集
に
は
見
ら
れ
な
い
編
集
上
の
特
徴
が
あ
る
。
親
鸞
の
手
紙
だ
け
を
集
め
る
の
で
は
な
く
門

弟
の
慶
信
・
浄
信
・
専
信
が
親
鸞
に
書
き
送
っ
た
上
書
（
質
問
状
）
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
親
鸞
の
返
書
が
セ
ッ
ト
に
な
る
形
で
編
集
さ

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
親
鸞
の
侍
者
を
務
め
て
い
た
蓮
位
が
、
病
床
に
あ
っ
た
親
鸞
に
代
わ
っ
て
筆
を
執
り
慶
信
へ
の
返
書
に
添
え
た
長
文

（

）
40

（

）
41
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の
添
え
状
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
一
貫
し
た
主
題
は
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
は
「
弥
勒
と
お
な
じ
」「
如
来
と
ひ
と

し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
親
鸞
が
伝
え
よ
う
と
し
た
「
現
生
正
定
聚
」
の
意
義
が
門
弟
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
様
子
が
分
か
る
よ
う
に
編

集
さ
れ
て
い
る
。
日
付
の
順
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
慶
信
、
次
に
浄
信
と
の
往
復
書
簡
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
慶
信
や
浄
信
に
よ
る

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
受
け
と
め
が
大
切
で
あ
る
と
編
集
者
の
善
性
が
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
上
書
に
は
「
正
定
聚
の
く
ら

い
」
に
就
く
と
き
、
如
来
の
「
摂
取
不
捨
」
の
「
慈
悲
」「
あ
わ
れ
み
」
に
よ
っ
て
、
利
他
の
思
い
が
自
然
に
発
起
し
て
く
る
と
い
う
心

の
動
き
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
通
目
の
慶
信
の
上
書
は
、
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
の
法
語
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
た
っ
た
正
嘉
二
年
十
月
十
日
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
と
『
大
般
涅
槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
の
言
葉
に
基
づ
い
た
『
浄
土
和
讃
』（
諸
経
意
弥

陀
仏
和
讃
八
首
目
）
を
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
心
の
人
は
如
来
と
等
し
く
「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
こ
の
時
期
の
親
鸞

思
想
の
主
題
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

畏
申
候

＊
〔
大
無
量
寿
〕
経
に
「
信
心
歓
嘉
〔
喜
〕」
と
候
う
。〔
華
厳
経
を
引
き
て
浄
土
〕
和
讃
に
も
、

「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
人
を
　
如
来
と
ひ
と
し
と
説
き
た
ま
う
　
大
信
心
は
仏
性
な
り
　
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ

て
候
う
…
…
…

 

＊
〔
　
〕
は
親
鸞
に
よ
る
加
筆
。
網
掛
け
部
分
に
つ
い
て
は
親
鸞
が
〔
　
〕
に
修
正
。

 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
三
頁
）

　
こ
の
慶
信
に
よ
る
上
書
の
原
本
は
、
病
床
の
親
鸞
に
よ
っ
て
一
部
の
語
句
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
上
で
慶
信
の
元
に
返
送
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
蓮
位
の
添
え
状
に
詳
し
い
が
、
慶
信
の
受
け
と
め
に
つ
い
て
親
鸞
は
「
す
べ
て
、
こ
の
御
ふ
み
の
よ
う
、
違
わ
ず

候
う
」
と
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
慶
信
の
上
書
の
中
で
、
小
論
が
検
討
し
て
き
た
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
と
「
慈
悲
の
心
」
と

（

）
42

（

）
43

（

）
44

（

）
45
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の
関
係
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

二
尊
の
御
方
便
に
も
よ
お
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
雑
行
雑
修
・
自
力
疑
心
の
お
も
い
な
し
。
無
碍
光
如
来
の
摂
取
不
捨
の
御
あ
わ
れ
み

の
ゆ
え
に
、
疑
心
な
く
よ
ろ
こ
び
ま
い
ら
せ
て
、
一
念
す
る
に
〔
ま
で
の
〕
往
生
定
ま
り
て
、
誓
願
不
思
議
と
心
得
候
い
な
ん
に
は
、

聞
見
る
〔
候
う
〕
に
あ
か
ぬ
浄
土
の
御
〔
聖
〕
教
も
、
知
識
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
お
も
わ
ん
こ
と
も
、
摂
取
不
捨
も
、
信
も
、
念

仏
も
、
人
の
た
め
と
お
ぼ
え
ら
れ
候
う
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
四
頁
）

　
こ
の
「
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
の
す
べ
て
は
〔
我
が
身
の
た
め
で
は
な
く
〕
人
の
た
め
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
と
同
じ

趣
旨
の
述
懐
が
、
慶
信
の
次
に
善
性
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
浄
信
の
二
月
十
二
日
付
上
書
の
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
無
碍
光
如
来
の
慈
悲
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
名
号
を
と
な
え
つ
つ
、
不
退
の
く
ら
い
に
い
り
さ
だ
ま
り
候
い

な
ん
に
は
、
こ
の
み
の
た
め
に
、
摂
取
不
捨
を
は
じ
め
て
た
ず
ぬ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
と
お
ぼ
え
ら
れ
て
候
う
。

 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
八
頁
）

　
阿
弥
陀
仏
の
「
摂
取
不
捨
」
の
大
悲
が
、「
我
が
身
一
人
の
た
め
で
は
な
く
、
他
者
の
た
め
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
慶
信
と
浄
信
の
感

慨
に
つ
い
て
、
多
屋
頼
俊
は
「
偶
然
の
一
致
と
は
い
い
が
た
い
。
お
そ
ら
く
両
人
は
心
底
を
披
瀝
し
て
語
り
合
っ
て
、
同
一
信
心
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
が
正
し
い
の
か
否
か
を
親
鸞
に
お
尋
ね
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
阿
満
利
麿
も
多
屋
の
解

釈
に
賛
同
し
「
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
本
願
念
仏
の
新
し
い
展
開
を
う
な
が
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
新
た
な
展
開
の
背
景
に
は
災
害
に
起
因
す
る
感
染
症
の
蔓
延
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
十
月
二
十
九
日
付
の
蓮
位
に
よ
る
添
え
状

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
は
じ
め
に
「
お
り
ふ
し
、
御
が
い
び
ょ
う
〔
咳
病
〕
に
て
御
わ
ず
ら
い
に
わ
た
ら
せ
た
ま
い
候
え
ど

も
」
と
あ
り
、
慶
信
上
書
を
受
け
取
っ
た
十
月
下
旬
に
、
親
鸞
は
咳
の
症
状
が
出
る
病
で
寝
込
ん
で
い
て
、
筆
を
執
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
親
鸞
は
蓮
位
に
代
筆
を
命
じ
た
が
「
御
自
筆
は
、
つ
よ
き
証
拠
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
い
ぬ
」
と
言
っ

て
蓮
位
が
病
床
の
親
鸞
に
筆
を
持
た
せ
、
親
鸞
が
自
筆
で
修
正
を
入
れ
、
別
紙
の
質
問
状
に
は
余
白
に
短
い
返
信
を
書
き
込
む
形
で
返
答

（

）
46

（

）
47

（

）
48
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の
添
え
状
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
一
貫
し
た
主
題
は
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
は
「
弥
勒
と
お
な
じ
」「
如
来
と
ひ
と

し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
親
鸞
が
伝
え
よ
う
と
し
た
「
現
生
正
定
聚
」
の
意
義
が
門
弟
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
様
子
が
分
か
る
よ
う
に
編

集
さ
れ
て
い
る
。
日
付
の
順
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
慶
信
、
次
に
浄
信
と
の
往
復
書
簡
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
慶
信
や
浄
信
に
よ
る

「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
受
け
と
め
が
大
切
で
あ
る
と
編
集
者
の
善
性
が
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
上
書
に
は
「
正
定
聚
の
く
ら

い
」
に
就
く
と
き
、
如
来
の
「
摂
取
不
捨
」
の
「
慈
悲
」「
あ
わ
れ
み
」
に
よ
っ
て
、
利
他
の
思
い
が
自
然
に
発
起
し
て
く
る
と
い
う
心

の
動
き
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
通
目
の
慶
信
の
上
書
は
、
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
の
法
語
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
た
っ
た
正
嘉
二
年
十
月
十
日
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
と
『
大
般
涅
槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
の
言
葉
に
基
づ
い
た
『
浄
土
和
讃
』（
諸
経
意
弥

陀
仏
和
讃
八
首
目
）
を
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
心
の
人
は
如
来
と
等
し
く
「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
こ
の
時
期
の
親
鸞

思
想
の
主
題
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

畏
申
候

＊
〔
大
無
量
寿
〕
経
に
「
信
心
歓
嘉
〔
喜
〕」
と
候
う
。〔
華
厳
経
を
引
き
て
浄
土
〕
和
讃
に
も
、

「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
人
を
　
如
来
と
ひ
と
し
と
説
き
た
ま
う
　
大
信
心
は
仏
性
な
り
　
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ

て
候
う
…
…
…

 

＊
〔
　
〕
は
親
鸞
に
よ
る
加
筆
。
網
掛
け
部
分
に
つ
い
て
は
親
鸞
が
〔
　
〕
に
修
正
。

 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
三
頁
）

　
こ
の
慶
信
に
よ
る
上
書
の
原
本
は
、
病
床
の
親
鸞
に
よ
っ
て
一
部
の
語
句
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
上
で
慶
信
の
元
に
返
送
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
蓮
位
の
添
え
状
に
詳
し
い
が
、
慶
信
の
受
け
と
め
に
つ
い
て
親
鸞
は
「
す
べ
て
、
こ
の
御
ふ
み
の
よ
う
、
違
わ
ず

候
う
」
と
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
慶
信
の
上
書
の
中
で
、
小
論
が
検
討
し
て
き
た
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
と
「
慈
悲
の
心
」
と

（

）
42

（

）
43

（

）
44

（

）
45
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の
関
係
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

二
尊
の
御
方
便
に
も
よ
お
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
雑
行
雑
修
・
自
力
疑
心
の
お
も
い
な
し
。
無
碍
光
如
来
の
摂
取
不
捨
の
御
あ
わ
れ
み

の
ゆ
え
に
、
疑
心
な
く
よ
ろ
こ
び
ま
い
ら
せ
て
、
一
念
す
る
に
〔
ま
で
の
〕
往
生
定
ま
り
て
、
誓
願
不
思
議
と
心
得
候
い
な
ん
に
は
、

聞
見
る
〔
候
う
〕
に
あ
か
ぬ
浄
土
の
御
〔
聖
〕
教
も
、
知
識
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
お
も
わ
ん
こ
と
も
、
摂
取
不
捨
も
、
信
も
、
念

仏
も
、
人
の
た
め
と
お
ぼ
え
ら
れ
候
う
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
四
頁
）

　
こ
の
「
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
の
す
べ
て
は
〔
我
が
身
の
た
め
で
は
な
く
〕
人
の
た
め
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
と
同
じ

趣
旨
の
述
懐
が
、
慶
信
の
次
に
善
性
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
浄
信
の
二
月
十
二
日
付
上
書
の
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
無
碍
光
如
来
の
慈
悲
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
名
号
を
と
な
え
つ
つ
、
不
退
の
く
ら
い
に
い
り
さ
だ
ま
り
候
い

な
ん
に
は
、
こ
の
み
の
た
め
に
、
摂
取
不
捨
を
は
じ
め
て
た
ず
ぬ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
と
お
ぼ
え
ら
れ
て
候
う
。

 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
八
頁
）

　
阿
弥
陀
仏
の
「
摂
取
不
捨
」
の
大
悲
が
、「
我
が
身
一
人
の
た
め
で
は
な
く
、
他
者
の
た
め
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
慶
信
と
浄
信
の
感

慨
に
つ
い
て
、
多
屋
頼
俊
は
「
偶
然
の
一
致
と
は
い
い
が
た
い
。
お
そ
ら
く
両
人
は
心
底
を
披
瀝
し
て
語
り
合
っ
て
、
同
一
信
心
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
が
正
し
い
の
か
否
か
を
親
鸞
に
お
尋
ね
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
阿
満
利
麿
も
多
屋
の
解

釈
に
賛
同
し
「
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
本
願
念
仏
の
新
し
い
展
開
を
う
な
が
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
新
た
な
展
開
の
背
景
に
は
災
害
に
起
因
す
る
感
染
症
の
蔓
延
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
十
月
二
十
九
日
付
の
蓮
位
に
よ
る
添
え
状

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
は
じ
め
に
「
お
り
ふ
し
、
御
が
い
び
ょ
う
〔
咳
病
〕
に
て
御
わ
ず
ら
い
に
わ
た
ら
せ
た
ま
い
候
え
ど

も
」
と
あ
り
、
慶
信
上
書
を
受
け
取
っ
た
十
月
下
旬
に
、
親
鸞
は
咳
の
症
状
が
出
る
病
で
寝
込
ん
で
い
て
、
筆
を
執
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
親
鸞
は
蓮
位
に
代
筆
を
命
じ
た
が
「
御
自
筆
は
、
つ
よ
き
証
拠
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
い
ぬ
」
と
言
っ

て
蓮
位
が
病
床
の
親
鸞
に
筆
を
持
た
せ
、
親
鸞
が
自
筆
で
修
正
を
入
れ
、
別
紙
の
質
問
状
に
は
余
白
に
短
い
返
信
を
書
き
込
む
形
で
返
答

（

）
46

（

）
47

（

）
48
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し
た
の
で
あ
る
。
専
修
寺
に
現
存
す
る
そ
の
真
筆
の
勘
返
状
を
見
る
と
、
行
が
斜
め
に
傾
い
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
病
床
の
か
な
り
無
理

な
状
態
で
筆
を
執
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
親
鸞
の
「
咳
病
」
は
、
そ
の
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
京
都
で
親
鸞
と
蓮
位
に
看
取
ら
れ
て
亡

く
な
っ
た
覚
信
が
、
旅
の
途
中
で
感
染
し
た
の
と
同
じ
疫
病
か
と
思
わ
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
正
嘉
二
年
十
月
の
わ
ず
か
一
年
の
間
に
、
高
田
の
真
仏
に
続
い
て
敬
愛
す
る
覚
信
に
も
先
立
た
れ
、
自
ら
も
病
に

臥
せ
る
中
で
、
親
鸞
は
深
い
悲
し
み
に
沈
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
覚
信
の
最
期
の
様
子
を
、
覚
信
の
子
で
あ
る
慶
信
に
伝
え
る
蓮
位
の

心
の
こ
も
っ
た
文
章
に
は
、
大
悲
の
は
た
ら
き
や
還
相
回
向
に
つ
い
て
、
病
床
の
親
鸞
と
語
り
合
っ
た
内
容
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
は
、
あ
わ
れ
に
な
げ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
う
と
も
、
さ
き
だ
ち
て
滅
度
に
い
た
り
候
い
ぬ
れ
ば
、
か

な
ら
ず
最
初
引
接
の
ち
か
い
を
お
こ
し
て
、
結
縁
・
眷
属
・
朋
友
を
み
ち
び
く
こ
と
に
て
候
う
な
れ
ば
、
し
か
る
べ
く
お
な
じ
法
文

の
門
に
い
り
て
候
え
ば
、
蓮
位
も
た
の
も
し
く
お
ぼ
え
候
う
。
ま
た
、
お
や
と
な
り
こ
と
な
る
も
、
先
世
の
ち
ぎ
り
と
も
う
し
候
え

ば
、
た
の
も
し
く
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
く
候
う
な
り
。
こ
の
あ
わ
れ
さ
、
と
う
と
さ
、
も
う
し
つ
く
し
が
た
く
候
え
ば
、
と
ど
め
候
い

ぬ
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
七
頁
）

　
こ
の
中
で
、「
先
に
滅
度
に
至
っ
た
も
の
は
、
必
ず
最
初
に
〔
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
も
の
を
〕
浄
土
へ
導
き
迎
え
る
誓
い
を
立
て
、
有

縁
の
親
族
や
友
達
を
導
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、『
歎
異
抄
』
第
五
章
で
還
相
回
向
に
関
し
て
「
い
そ
ぎ
〔
浄
土
の
〕
さ
と

り
を
ひ
ら
き
な
ば
…
…
…
〔
中
略
〕
…
…
…
ま
ず
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
と
云
々
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
共
通
す
る
語
り
方
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
の
時
期
に
、
飢
饉
と
疫
病
の
た
め
に
家
族
や
友
人
を
失
っ
て
悲
し
む
人
々
に
対
し
て
、
親
鸞
と
門
弟
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
慰
め
と

励
ま
し
の
言
葉
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。「
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
」
と
い
う
慈
悲
の
「
か
わ
り
め
」
を
説
く
『
歎
異

抄
』
第
四
章
の
言
葉
も
、
同
じ
正
嘉
の
大
飢
饉
と
疫
病
の
広
ま
り
の
中
で
親
鸞
が
語
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
正
嘉
年
間
に
親
鸞
と
門
弟
た
ち
の
間
で
議
論
さ
れ
『
御
消
息
集
』（
善
性

（

）
49

（

）
50
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本
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
教
説
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に

「
如
来
の
慈
悲
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
定
聚
の
目
覚
め
の
利
他
性
を
示
し
つ
つ
、
同
時
に
「
行
者
の
は
か
ら
い
」
を
超
え

さ
せ
る
と
い
う
両
立
の
難
し
い
微
妙
な
意
図
を
合
わ
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を
説
く
親
鸞
の
消
息
は
、

『
歎
異
抄
』
第
十
章
と
同
じ
よ
う
に
、
決
ま
っ
て
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
法
然
の
言
葉
を
引
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
小
論
で
は
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
を
中
心
に
、
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
親
鸞
が
関
東
の
信
頼
す
る
門
弟
た
ち
と
交
わ
し
た
手

紙
の
内
容
に
つ
い
て
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
と
如
来
の
慈
悲
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
十
月
六
日
付
の

「
し
の
ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
に
宛
て
た
手
紙
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
『
般
舟
讃
』
の
言
葉
に
注
目
し
て
「
正
定
聚
の
く
ら

い
」
に
お
け
る
「
信
心
」
と
「
慈
悲
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
た
。
第
二
章
で
は
「
便
同
弥
勒
」「
如
来
等
同
」
思
想
が
最

も
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
十
月
十
日
付
の
性
信
へ
の
消
息
を
中
心
に
、「
弥
勒
と
お
な
じ
」「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
表
現
さ
れ

る
思
想
の
意
味
を
再
検
討
し
た
。
特
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
「
真
実
信
心
の
人
」
に
つ
い
て
、「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と

し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
極
端
な
強
調
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
に
注
目
し
、
笠
間
時

朝
に
よ
る
等
身
の
弥
勒
仏
像
の
造
立
と
の
関
連
を
詳
し
く
検
討
し
た
。
時
朝
の
自
力
作
善
の
領
主
的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対
抗
し
て
親
鸞
が

「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
と
き
、
等
し
い
の
は
他
力
回
向
の
信
心
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
だ
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
で
は
慶
信
と
浄
信
か
ら
の
上
書
お
よ
び
蓮
位
の
添
え
状
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
慈
悲
」
や
「
あ
わ
れ
み
」、
利
他
的
な
心
の
発
露

に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
正
嘉
の
大
飢
饉
と
疫
病
の
広
ま
り
と
い
う
文
脈
を
重
視
す
る
な
ら
、「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
と
き
の

「
心
」
す
な
わ
ち
「
信
心
」
は
、「
慈
悲
の
心
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
自
力
の
は
か
ら
い
」
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
な
い
清
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し
た
の
で
あ
る
。
専
修
寺
に
現
存
す
る
そ
の
真
筆
の
勘
返
状
を
見
る
と
、
行
が
斜
め
に
傾
い
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
病
床
の
か
な
り
無
理

な
状
態
で
筆
を
執
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
親
鸞
の
「
咳
病
」
は
、
そ
の
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
京
都
で
親
鸞
と
蓮
位
に
看
取
ら
れ
て
亡

く
な
っ
た
覚
信
が
、
旅
の
途
中
で
感
染
し
た
の
と
同
じ
疫
病
か
と
思
わ
れ
る
。

　
正
嘉
元
年
十
月
か
ら
正
嘉
二
年
十
月
の
わ
ず
か
一
年
の
間
に
、
高
田
の
真
仏
に
続
い
て
敬
愛
す
る
覚
信
に
も
先
立
た
れ
、
自
ら
も
病
に

臥
せ
る
中
で
、
親
鸞
は
深
い
悲
し
み
に
沈
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
覚
信
の
最
期
の
様
子
を
、
覚
信
の
子
で
あ
る
慶
信
に
伝
え
る
蓮
位
の

心
の
こ
も
っ
た
文
章
に
は
、
大
悲
の
は
た
ら
き
や
還
相
回
向
に
つ
い
て
、
病
床
の
親
鸞
と
語
り
合
っ
た
内
容
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
は
、
あ
わ
れ
に
な
げ
か
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
う
と
も
、
さ
き
だ
ち
て
滅
度
に
い
た
り
候
い
ぬ
れ
ば
、
か

な
ら
ず
最
初
引
接
の
ち
か
い
を
お
こ
し
て
、
結
縁
・
眷
属
・
朋
友
を
み
ち
び
く
こ
と
に
て
候
う
な
れ
ば
、
し
か
る
べ
く
お
な
じ
法
文

の
門
に
い
り
て
候
え
ば
、
蓮
位
も
た
の
も
し
く
お
ぼ
え
候
う
。
ま
た
、
お
や
と
な
り
こ
と
な
る
も
、
先
世
の
ち
ぎ
り
と
も
う
し
候
え

ば
、
た
の
も
し
く
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
く
候
う
な
り
。
こ
の
あ
わ
れ
さ
、
と
う
と
さ
、
も
う
し
つ
く
し
が
た
く
候
え
ば
、
と
ど
め
候
い

ぬ
。 

（『
真
宗
聖
典
』
五
八
七
頁
）

　
こ
の
中
で
、「
先
に
滅
度
に
至
っ
た
も
の
は
、
必
ず
最
初
に
〔
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
も
の
を
〕
浄
土
へ
導
き
迎
え
る
誓
い
を
立
て
、
有

縁
の
親
族
や
友
達
を
導
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、『
歎
異
抄
』
第
五
章
で
還
相
回
向
に
関
し
て
「
い
そ
ぎ
〔
浄
土
の
〕
さ
と

り
を
ひ
ら
き
な
ば
…
…
…
〔
中
略
〕
…
…
…
ま
ず
有
縁
を
度
す
べ
き
な
り
と
云
々
」
と
い
う
と
こ
ろ
と
共
通
す
る
語
り
方
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
の
時
期
に
、
飢
饉
と
疫
病
の
た
め
に
家
族
や
友
人
を
失
っ
て
悲
し
む
人
々
に
対
し
て
、
親
鸞
と
門
弟
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
慰
め
と

励
ま
し
の
言
葉
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。「
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
」
と
い
う
慈
悲
の
「
か
わ
り
め
」
を
説
く
『
歎
異

抄
』
第
四
章
の
言
葉
も
、
同
じ
正
嘉
の
大
飢
饉
と
疫
病
の
広
ま
り
の
中
で
親
鸞
が
語
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
正
嘉
年
間
に
親
鸞
と
門
弟
た
ち
の
間
で
議
論
さ
れ
『
御
消
息
集
』（
善
性

（

）
49

（

）
50
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本
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
教
説
は
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に

「
如
来
の
慈
悲
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
定
聚
の
目
覚
め
の
利
他
性
を
示
し
つ
つ
、
同
時
に
「
行
者
の
は
か
ら
い
」
を
超
え

さ
せ
る
と
い
う
両
立
の
難
し
い
微
妙
な
意
図
を
合
わ
せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
こ
と
を
説
く
親
鸞
の
消
息
は
、

『
歎
異
抄
』
第
十
章
と
同
じ
よ
う
に
、
決
ま
っ
て
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
法
然
の
言
葉
を
引
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
小
論
で
は
、『
御
消
息
集
』（
善
性
本
）
を
中
心
に
、
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
親
鸞
が
関
東
の
信
頼
す
る
門
弟
た
ち
と
交
わ
し
た
手

紙
の
内
容
に
つ
い
て
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
と
如
来
の
慈
悲
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
第
一
章
で
は
十
月
六
日
付
の

「
し
の
ぶ
の
御
房
」（
真
仏
）
に
宛
て
た
手
紙
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
『
般
舟
讃
』
の
言
葉
に
注
目
し
て
「
正
定
聚
の
く
ら

い
」
に
お
け
る
「
信
心
」
と
「
慈
悲
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
た
。
第
二
章
で
は
「
便
同
弥
勒
」「
如
来
等
同
」
思
想
が
最

も
ま
と
ま
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
十
月
十
日
付
の
性
信
へ
の
消
息
を
中
心
に
、「
弥
勒
と
お
な
じ
」「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
表
現
さ
れ

る
思
想
の
意
味
を
再
検
討
し
た
。
特
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
に
住
す
る
「
真
実
信
心
の
人
」
に
つ
い
て
、「
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と

し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
極
端
な
強
調
表
現
が
生
ま
れ
て
く
る
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
に
注
目
し
、
笠
間
時

朝
に
よ
る
等
身
の
弥
勒
仏
像
の
造
立
と
の
関
連
を
詳
し
く
検
討
し
た
。
時
朝
の
自
力
作
善
の
領
主
的
レ
ト
リ
ッ
ク
に
対
抗
し
て
親
鸞
が

「
信
心
の
人
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
と
き
、
等
し
い
の
は
他
力
回
向
の
信
心
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
だ
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
で
は
慶
信
と
浄
信
か
ら
の
上
書
お
よ
び
蓮
位
の
添
え
状
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
慈
悲
」
や
「
あ
わ
れ
み
」、
利
他
的
な
心
の
発
露

に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
正
嘉
の
大
飢
饉
と
疫
病
の
広
ま
り
と
い
う
文
脈
を
重
視
す
る
な
ら
、「
心
は
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
と
き
の

「
心
」
す
な
わ
ち
「
信
心
」
は
、「
慈
悲
の
心
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
自
力
の
は
か
ら
い
」
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
な
い
清
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浄
な
慈
悲
、「
浄
土
の
慈
悲
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、『
歎
異
抄
』
第
四
章
に
説
か
れ
る
「
浄
土
の
慈
悲
」
の
「
念
仏

し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
い
う
大
胆
な
表
現
も
、
正
嘉
元
年
十
月
十
日
の
法
語
に
出
て
く
る
「
浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の

身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
強
調

と
同
じ
よ
う
に
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
勝
れ
た
利
他
性
を
表
現
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
の
続
編
で

は
、
そ
う
し
た
視
座
か
ら
「
浄
土
の
慈
悲
」
の
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
い
。

注

拙
稿
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲 

㈠
│
「
最
後
の
親
鸞
」
に
学
ぶ
│
」『
親
鸞
教
学
』
一
〇
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〜
二
七
頁
。
そ
の

「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
正
嘉
の
飢
饉
と
疫
病
の
蔓
延
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
重
視
し
た
解
釈
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
吉
本
隆
明
の

『
最
後
の
親
鸞
』（
一
九
七
六
）
で
あ
る
と
し
た
が
、
吉
本
が
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以
下
の
重
要
な
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
「
最
初
に
」
と
い

う
部
分
は
削
除
し
て
訂
正
し
た
い
。
松
野
純
孝
「
如
来
等
同
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
│
坂
東
本
「
教
行
信
証
」
信
巻
の
成
立
問
題
│
」『
宗
教
研

究
』
第
一
五
一
号
（
一
九
五
七
年
）
二
四
八
〜
二
八
六
頁
。
松
野
は
こ
の
論
文
の
中
で
「
現
生
正
定
聚
」
へ
の
思
想
的
な
飛
躍
を
可
能
に
し
た
契

機
の
筆
頭
に
正
嘉
の
飢
饉
と
疾
疫
を
挙
げ
て
論
じ
、
親
鸞
が
早
く
か
ら
飢
饉
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る

（
二
五
一
〜
二
五
六
頁
）。
松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』（
東
本
願
寺
、
二
〇
一
〇
年
）
　
三
六
七
〜
三
七
四
頁
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
』
第
一
五
巻
第
一
号
（
一
九
六
六
年
）
も
飢
饉
や
病
疫
な
ど
、
論
理
に
先
行
す
る
時
代
的
要
求
が
「
現

生
正
定
聚
」
説
が
成
立
す
る
背
景
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

右
の
松
野
の
論
文
以
降
の
主
な
研
究
と
し
て
信
楽
峻
麿
「
親
鸞
に
お
け
る
如
来
と
等
し
の
思
想
」『
真
宗
学
』
第
四
一
号
（
一
九
七
〇
年
）、
小

野
蓮
明
「
獲
信
の
開
く
世
界
│
「
如
来
と
等
し
」
の
思
想
│
」『
大
谷
学
報
』
第
五
八
号
（
一
九
七
九
年
）、
徳
永
道
雄
「
親
鸞
の
諸
仏
等
同
に
つ

い
て
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
三
号
（
一
九
八
八
年
）、
御
手
洗
隆
明
「
如
来
等
同
の
一
考
察
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
六
号
（
一
九
九
五
年
）、

玉
木
興
慈
「「
便
同
弥
勒
」「
諸
仏
等
同
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
第
十
七
願
と
の
関
連
か
ら
│
」『
真
宗
研
究
』
第
四
三
輯
（
一
九
九
九
年
）、
井

上
善
幸
「「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
合
併
号
（
二
〇
一
四
年
）、
日
下
貴
行
「「
便
同
弥
勒
」

（

）
1

（

）
2

19

「
諸
仏
等
同
」
説
示
の
文
献
学
的
考
察
」『
宗
学
院
紀
要
』
第
十
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
な
ど
を
参
照
。
特
に
最
後
に
挙
げ
た
日
下
に
よ
る
論
考
は
、

『
教
行
信
証
』
信
巻
の
信
楽
釈
に
お
け
る
説
示
の
読
解
を
含
む
優
れ
た
研
究
で
あ
り
、
正
嘉
元
年
か
ら
二
年
の
仮
名
聖
教
に
お
け
る
説
き
方
に
つ

い
て
、
そ
の
歴
史
的
・
思
想
史
的
文
脈
を
検
討
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。

常
磐
井
和
子
「
末
燈
抄
を
読
み
解
く
（
七
）」『
高
田
学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
七
〜
二
九
頁
。

「
し
の
ぶ
の
御
房
」
が
真
仏
で
あ
る
と
い
う
同
定
に
つ
い
て
は
、
前
出
論
文
に
お
け
る
常
磐
井
和
子
の
仮
説
（
十
一
〜
十
二
頁
）
が
最
も
説
得
力

が
あ
る
。
真
蹟
の
宛
名
の
部
分
に
は
「
し
□
□
の
御
房
」
と
二
文
字
を
一
度
消
し
て
書
き
改
め
た
跡
が
あ
り
判
読
で
き
な
い
。
善
性
本
で
は
「
シ

ノ
ブ
ノ
御
バ
ウ
」
と
な
っ
て
お
り
、『
末
燈
鈔
』
第
十
三
通
で
は
「
真
仏
御
房
」
に
な
っ
て
い
る
。「
し
の
ぶ
の
御
房
」
が
誰
か
に
関
す
る
諸
説
に

つ
い
て
は
平
松
令
三
「
し
の
ぶ
の
御
房
あ
て
御
消
息
に
つ
い
て
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
七
三
〜
七
九
頁
に
詳
し
い
。
本
論

は
真
仏
説
に
立
っ
て
論
を
進
め
る
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
八
〜
二
九
頁
。「
善
性
本
」
第
四
通
の
影
印
（
片
仮
名
表
記
）
は
『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
一
三
七
〜
一
四
〇
頁
。

真
筆
影
印
は
『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
二
三
〜
四
二
四
頁
。

『
真
聖
全
』
一
・
六
八
三
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
二
二
一
〜
二
二
二
頁
、『
真
宗
聖
典
』
四
二
一
頁
。

『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
の
末
尾
に
近
い
七
三
〜
七
四
行
目
に
「
釈
迦
諸
仏
是
真
実
　
慈
悲
父
母
以
種
種
　
善
巧
方
便
令
発
起
　
我
等
無
上
真
実

信
」（『
真
宗
聖
典
』
四
六
六
頁
）
と
引
か
れ
る
。
主
語
が
「
釈
迦
諸
仏
」
と
さ
れ
る
意
図
に
つ
い
て
は
一
楽
真
『「
入
出
二
門
偈
頌
文
」
聞
記
』

（
二
〇
一
四
年
、
東
本
願
寺
安
居
次
講
）
一
三
四
〜
一
三
六
頁
を
参
照
。

『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
一
一
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
五
六
頁
。『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
一
七
六
頁
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
も
う
一
カ
所
「
金
剛
の
信
心
」
を
獲
る
こ
と
に
関
し
て

「
こ
の
信
心
の
お
こ
る
こ
と
も
、
釈
迦
の
慈
父

0

0

0

0

0

、
弥
陀
の
悲
母
の
方
便
に
よ
り
て
お
こ
る
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。」

（『
真
宗
聖
典
』
五
四
九
頁
、『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
一
五
九
頁
）
と
い
う
形
の
言
及
も
あ
る
。

『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
一
五
七
頁
。『
般
舟
讃
』
は
法
然
没
後
の
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
に
仁
和
寺
か
ら
「
発
見
」
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

後
、
法
然
門
下
の
証
空
・
幸
西
・
親
鸞
・
良
忠
ら
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
。『
般
舟
讃
』
の
影
響
と
そ
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
稲
葉
是
邦
「
般
舟
讃

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
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）
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（

）
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（

）
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）
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浄
な
慈
悲
、「
浄
土
の
慈
悲
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、『
歎
異
抄
』
第
四
章
に
説
か
れ
る
「
浄
土
の
慈
悲
」
の
「
念
仏

し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
い
う
大
胆
な
表
現
も
、
正
嘉
元
年
十
月
十
日
の
法
語
に
出
て
く
る
「
浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の

身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
強
調

と
同
じ
よ
う
に
、「
正
定
聚
の
く
ら
い
」
の
勝
れ
た
利
他
性
を
表
現
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
の
続
編
で

は
、
そ
う
し
た
視
座
か
ら
「
浄
土
の
慈
悲
」
の
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
い
。

注

拙
稿
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲 

㈠
│
「
最
後
の
親
鸞
」
に
学
ぶ
│
」『
親
鸞
教
学
』
一
〇
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〜
二
七
頁
。
そ
の

「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
正
嘉
の
飢
饉
と
疫
病
の
蔓
延
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
文
脈
を
重
視
し
た
解
釈
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
吉
本
隆
明
の

『
最
後
の
親
鸞
』（
一
九
七
六
）
で
あ
る
と
し
た
が
、
吉
本
が
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
以
下
の
重
要
な
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
「
最
初
に
」
と
い

う
部
分
は
削
除
し
て
訂
正
し
た
い
。
松
野
純
孝
「
如
来
等
同
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
│
坂
東
本
「
教
行
信
証
」
信
巻
の
成
立
問
題
│
」『
宗
教
研

究
』
第
一
五
一
号
（
一
九
五
七
年
）
二
四
八
〜
二
八
六
頁
。
松
野
は
こ
の
論
文
の
中
で
「
現
生
正
定
聚
」
へ
の
思
想
的
な
飛
躍
を
可
能
に
し
た
契

機
の
筆
頭
に
正
嘉
の
飢
饉
と
疾
疫
を
挙
げ
て
論
じ
、
親
鸞
が
早
く
か
ら
飢
饉
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る

（
二
五
一
〜
二
五
六
頁
）。
松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』（
東
本
願
寺
、
二
〇
一
〇
年
）
　
三
六
七
〜
三
七
四
頁
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
』
第
一
五
巻
第
一
号
（
一
九
六
六
年
）
も
飢
饉
や
病
疫
な
ど
、
論
理
に
先
行
す
る
時
代
的
要
求
が
「
現

生
正
定
聚
」
説
が
成
立
す
る
背
景
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

右
の
松
野
の
論
文
以
降
の
主
な
研
究
と
し
て
信
楽
峻
麿
「
親
鸞
に
お
け
る
如
来
と
等
し
の
思
想
」『
真
宗
学
』
第
四
一
号
（
一
九
七
〇
年
）、
小

野
蓮
明
「
獲
信
の
開
く
世
界
│
「
如
来
と
等
し
」
の
思
想
│
」『
大
谷
学
報
』
第
五
八
号
（
一
九
七
九
年
）、
徳
永
道
雄
「
親
鸞
の
諸
仏
等
同
に
つ

い
て
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
三
号
（
一
九
八
八
年
）、
御
手
洗
隆
明
「
如
来
等
同
の
一
考
察
」『
親
鸞
教
学
』
第
六
六
号
（
一
九
九
五
年
）、

玉
木
興
慈
「「
便
同
弥
勒
」「
諸
仏
等
同
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
第
十
七
願
と
の
関
連
か
ら
│
」『
真
宗
研
究
』
第
四
三
輯
（
一
九
九
九
年
）、
井

上
善
幸
「「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
合
併
号
（
二
〇
一
四
年
）、
日
下
貴
行
「「
便
同
弥
勒
」

（

）
1

（

）
2

19

「
諸
仏
等
同
」
説
示
の
文
献
学
的
考
察
」『
宗
学
院
紀
要
』
第
十
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
な
ど
を
参
照
。
特
に
最
後
に
挙
げ
た
日
下
に
よ
る
論
考
は
、

『
教
行
信
証
』
信
巻
の
信
楽
釈
に
お
け
る
説
示
の
読
解
を
含
む
優
れ
た
研
究
で
あ
り
、
正
嘉
元
年
か
ら
二
年
の
仮
名
聖
教
に
お
け
る
説
き
方
に
つ

い
て
、
そ
の
歴
史
的
・
思
想
史
的
文
脈
を
検
討
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。

常
磐
井
和
子
「
末
燈
抄
を
読
み
解
く
（
七
）」『
高
田
学
報
』
第
九
十
三
輯
（
二
〇
〇
五
年
）
二
七
〜
二
九
頁
。

「
し
の
ぶ
の
御
房
」
が
真
仏
で
あ
る
と
い
う
同
定
に
つ
い
て
は
、
前
出
論
文
に
お
け
る
常
磐
井
和
子
の
仮
説
（
十
一
〜
十
二
頁
）
が
最
も
説
得
力

が
あ
る
。
真
蹟
の
宛
名
の
部
分
に
は
「
し
□
□
の
御
房
」
と
二
文
字
を
一
度
消
し
て
書
き
改
め
た
跡
が
あ
り
判
読
で
き
な
い
。
善
性
本
で
は
「
シ

ノ
ブ
ノ
御
バ
ウ
」
と
な
っ
て
お
り
、『
末
燈
鈔
』
第
十
三
通
で
は
「
真
仏
御
房
」
に
な
っ
て
い
る
。「
し
の
ぶ
の
御
房
」
が
誰
か
に
関
す
る
諸
説
に

つ
い
て
は
平
松
令
三
「
し
の
ぶ
の
御
房
あ
て
御
消
息
に
つ
い
て
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
七
三
〜
七
九
頁
に
詳
し
い
。
本
論

は
真
仏
説
に
立
っ
て
論
を
進
め
る
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
八
〜
二
九
頁
。「
善
性
本
」
第
四
通
の
影
印
（
片
仮
名
表
記
）
は
『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
一
三
七
〜
一
四
〇
頁
。

真
筆
影
印
は
『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
二
三
〜
四
二
四
頁
。

『
真
聖
全
』
一
・
六
八
三
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
二
二
一
〜
二
二
二
頁
、『
真
宗
聖
典
』
四
二
一
頁
。

『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
の
末
尾
に
近
い
七
三
〜
七
四
行
目
に
「
釈
迦
諸
仏
是
真
実
　
慈
悲
父
母
以
種
種
　
善
巧
方
便
令
発
起
　
我
等
無
上
真
実

信
」（『
真
宗
聖
典
』
四
六
六
頁
）
と
引
か
れ
る
。
主
語
が
「
釈
迦
諸
仏
」
と
さ
れ
る
意
図
に
つ
い
て
は
一
楽
真
『「
入
出
二
門
偈
頌
文
」
聞
記
』

（
二
〇
一
四
年
、
東
本
願
寺
安
居
次
講
）
一
三
四
〜
一
三
六
頁
を
参
照
。

『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
一
一
四
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
五
六
頁
。『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
一
七
六
頁
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
も
う
一
カ
所
「
金
剛
の
信
心
」
を
獲
る
こ
と
に
関
し
て

「
こ
の
信
心
の
お
こ
る
こ
と
も
、
釈
迦
の
慈
父

0

0

0

0

0

、
弥
陀
の
悲
母
の
方
便
に
よ
り
て
お
こ
る
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
自
然
の
利
益
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。」

（『
真
宗
聖
典
』
五
四
九
頁
、『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
一
五
九
頁
）
と
い
う
形
の
言
及
も
あ
る
。

『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
一
五
七
頁
。『
般
舟
讃
』
は
法
然
没
後
の
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
に
仁
和
寺
か
ら
「
発
見
」
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

後
、
法
然
門
下
の
証
空
・
幸
西
・
親
鸞
・
良
忠
ら
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た
。『
般
舟
讃
』
の
影
響
と
そ
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
稲
葉
是
邦
「
般
舟
讃

（
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）
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（

）
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（

）
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（

）
11



20

流
布
に
つ
い
て
」 『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
四
巻
第
二
号
（
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

「
如
来
の
家
」
に
生
ま
れ
る
（
生
如
来
家
）
と
い
う
表
現
は
『
華
厳
経
』
に
多
用
さ
れ
る
も
の
で
正
定
聚
不
退
転
の
く
ら
い
に
就
く
こ
と
を
譬
え

る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
お
い
て
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
入
初
地
品
か
ら
引
用
す
る
（『
真
宗
聖
典
』
一
六
一
〜
一
六
二
頁
）。

「
如
来
の
子
」（
如
来
子
）
と
い
う
表
現
は
『
大
般
涅
槃
経
』（
梵
行
品
）
の
偈
文
に
出
て
く
る
も
の
で
、
親
鸞
は
そ
れ
を
信
巻
に
引
く
（『
真
宗

聖
典
』
二
六
七
頁
）。

『
大
正
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
四
八
五
頁
ａ
一
六
〜
一
七
行
。「
如
来
為
一
切
　
常
作
慈
父
母
　
当
知
諸
衆
生
　
皆
是
如
来
子
」

こ
の
一
節
が
こ
の
手
紙
の
要
所
で
あ
り
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
」
と
い
う
の
は
真
仏
か
ら
の
手
紙
の
中
に
書
か
れ
て
い
た
述
懐

の
直
接
話
法
に
よ
る
引
用
だ
と
い
う
解
釈
は
、
前
出
の
常
磐
井
和
子
の
論
文
（
十
二
頁
）
に
よ
る
。

八
月
二
十
三
日
の
「
正
嘉
の
大
地
震
」
と
津
波
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
篇
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲 

㈠
」『
親
鸞
教
学
』
一
〇
四
号
四
頁
、

二
三
〜
二
四
頁
注
（
一
〇
）
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
。

善
性
が
書
写
し
た
底
本
は
性
信
の
手
元
に
あ
っ
た
真
蹟
の
可
能
性
が
高
い
。「
飯
沼
」
は
水
上
交
通
の
要
路
で
あ
り
、
北
側
の
蕗
田
に
住
ん
で
い

た
善
性
は
、
南
の
横
曽
根
の
性
信
と
舟
で
容
易
に
行
き
来
が
で
き
た
。
飯
沼
の
周
辺
に
お
け
る
親
鸞
門
弟
の
活
動
つ
い
て
は
『
石
下
町
史
』（
一
九

八
八
年
）
一
八
八
〜
一
九
〇
頁
、
図
Ⅱ-

七
「
飯
沼
近
辺
浄
土
真
宗
関
係
図
」
を
参
照
（「
常
総
市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
閲
覧
）。

『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
の
史
料
と
し
て
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
古
田
武
彦
「
性
信
の
血
脉
文
集
と
親
鸞
在
世
集
団
│
新
史
料
蓮
光
寺
本
を
め
ぐ

っ
て
│
」『
史
林
』
四
九
巻
三
号
（
一
九
六
六
）
を
参
照
。
古
田
は
、
従
来
の
説
を
覆
し
、『
血
脈
文
集
』
は
「
金
剛
信
心
」
の
血
脈
を
門
徒
一
人

ひ
と
り
が
相
続
す
べ
き
こ
と
を
示
す
た
め
に
性
信
が
自
ら
編
集
し
た
重
要
な
文
集
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
得

力
が
あ
る
。

「
善
性
本
」
第
五
通
影
印
（
片
仮
名
表
記
）
は
『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
一
四
一
〜
一
四
六
頁
。

「
正
定
聚
」
と
「
等
正
覚
」
を
同
義
と
す
る
親
鸞
の
転
釈
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
現

代
の
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。
曽
我
量
深
「
念
仏
往
生
因
果
同
時
」『
親
鸞
教
学
』
十
三
号
（
一
九
六
八
年
）
一
〜
三
頁
、
上
田
義
文
「
親
鸞
の

「
往
生
」
の
思
想
（
一
）」『
親
鸞
教
学
』
十
三
号
（
一
九
六
八
年
）
一
一
〇
、
一
一
五
〜
一
一
六
頁
注
⑤
、
梶
山
雄
一
「
解
説
│
仏
教
思
想
史
に

（

）
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）
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）
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）
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（

）
20

21

お
け
る
親
鸞
」『
大
乗
仏
典 

中
国
日
本
篇
二
二
　
親
鸞
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
三
五
二
頁
、
小
川
一
乗
『
親
鸞
の
成
仏
道
│
「
証
」
の

二
重
性
と
「
真
実
証
」』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
）
六
〇
〜
六
七
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
五
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
六
頁
。

松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』
四
五
七
〜
四
九
〇
頁
。
安
藤
文
雄
「
親
鸞
に
お
け
る
弥
勒
の
問
題
」『
真
宗
研
究
』
三
〇
輯
（
一
九
八
六
年
）
五
二

〜
六
七
頁
、
山
田
恵
文
「
親
鸞
に
お
け
る
「
弥
勒
」
の
考
察
│
『
大
経
』
対
告
衆
弥
勒
を
通
し
て
│
」『
親
鸞
教
学
』
七
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四

九
〜
六
一
頁
。

時
朝
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
江
田
郁
夫
編
『
中
世
宇
都
宮
氏
│
一
族
の
展
開
と
信
仰
・
文
芸
』（
戎
光
祥

出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
二
九
〜
五
五
頁
を
参
照
。
今
井
雅
晴
『
親
鸞
を
め
ぐ
る
人
び
と
』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
三
〜
一
三
三
頁
参

照
。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
四
六
〜
一
四
七
頁
脚
注
参

照
。
足
立
幸
子
氏
の
御
教
示
に
よ
り
「
寛
元
の
『
交
名
牒
』
帰
依
布
列
の
部
」
は
、
稲
田
西
念
寺
に
伝
わ
る
寛
元
三
年
の
『
交
名
牒
』
が
典
拠
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
小
栗
憲
一
『
真
宗
興
隆
縁
起
』（
法
蔵
館
、
一
九
〇
一
年
）
四
三
、
七
〇
頁
参
照
。
花
山
大
安
『
末
燈
鈔
欽
仰
記
』

（
安
居
事
務
所
、
一
九
三
四
年
）
二
四
七
頁
に
も
「
寛
元
の
『
交
名
牒
』」
を
も
と
に
有
阿
弥
陀
仏
が
笠
間
時
朝
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
「
有
説
に

此
人
は
他
流
の
人
な
り
と
も
云
、
未
知
所
拠
」
と
あ
る
。

時
朝
の
曾
祖
父
宇
都
宮
朝
綱
は
晩
年
出
家
し
て
「
重
阿
弥
陀
仏 

寂
心
」
と
号
し
て
宇
都
宮
家
の
菩
提
寺
を
開
創
し
て
い
る
（
小
山
正
文
「
笠
間

時
朝
鹿
島
社
奉
渡
唐
本
一
切
経
」『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
一
五
号
二
頁
）。
時
朝
の
父
塩
谷
朝
業
は
源
実
朝
に
仕
え
て
歌
詠
み
の
相
手

で
あ
っ
た
が
、
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
後
出
家
し
て
信
生
と
号
し
「
信
阿
弥
陀
仏
」
と
も
名
告
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
喜
二
年
四
月
付
の
「
信
阿
弥

陀
仏
寄
進
状
」
や
「
信
阿
弥
陀
仏
置
文
」
が
あ
り
、
こ
の
「
信
阿
弥
陀
仏
」
は
朝
業
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
喜
連
川
町
史
』
第
六

巻
、
通
史
編1

、
栃
木
県
さ
く
ら
市
、
二
〇
〇
八
年
）。

像
高
一
七
五
・
二
㎝
　
光
背
高
一
九
四
㎝
、
桧
材
の
寄
木
造
、
漆
箔
、
玉
眼
嵌
入
の
像
。
漆
を
塗
っ
た
上
に
金
箔
を
貼
っ
た
「
泥
仏
」。
仏
像
の

様
式
と
し
て
は
運
慶
に
は
じ
ま
る
鎌
倉
時
代
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
。「
如
来
形
」
で
あ
る
た
め
外
見
は
阿
弥
陀
如
来
・
釈
迦
如
来
と
変
わ
ら
ず
、
胎

内
胸
部
の
墨
書
銘
に
よ
っ
て
弥
勒
如
来
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
写
真
は
ブ
ロ
グ
「
祇
是
未
在
│
ソ
ゾ
タ
ケ
仏
像
紀
行
」
管
理
人
大
竹
氏
の
撮
影
。
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（
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流
布
に
つ
い
て
」 『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
四
巻
第
二
号
（
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

「
如
来
の
家
」
に
生
ま
れ
る
（
生
如
来
家
）
と
い
う
表
現
は
『
華
厳
経
』
に
多
用
さ
れ
る
も
の
で
正
定
聚
不
退
転
の
く
ら
い
に
就
く
こ
と
を
譬
え

る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
お
い
て
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
入
初
地
品
か
ら
引
用
す
る
（『
真
宗
聖
典
』
一
六
一
〜
一
六
二
頁
）。

「
如
来
の
子
」（
如
来
子
）
と
い
う
表
現
は
『
大
般
涅
槃
経
』（
梵
行
品
）
の
偈
文
に
出
て
く
る
も
の
で
、
親
鸞
は
そ
れ
を
信
巻
に
引
く
（『
真
宗

聖
典
』
二
六
七
頁
）。

『
大
正
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
四
八
五
頁
ａ
一
六
〜
一
七
行
。「
如
来
為
一
切
　
常
作
慈
父
母
　
当
知
諸
衆
生
　
皆
是
如
来
子
」

こ
の
一
節
が
こ
の
手
紙
の
要
所
で
あ
り
「
往
生
の
心
う
た
が
い
な
く
な
り
候
う
」
と
い
う
の
は
真
仏
か
ら
の
手
紙
の
中
に
書
か
れ
て
い
た
述
懐

の
直
接
話
法
に
よ
る
引
用
だ
と
い
う
解
釈
は
、
前
出
の
常
磐
井
和
子
の
論
文
（
十
二
頁
）
に
よ
る
。

八
月
二
十
三
日
の
「
正
嘉
の
大
地
震
」
と
津
波
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
篇
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲 

㈠
」『
親
鸞
教
学
』
一
〇
四
号
四
頁
、

二
三
〜
二
四
頁
注
（
一
〇
）
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
。

善
性
が
書
写
し
た
底
本
は
性
信
の
手
元
に
あ
っ
た
真
蹟
の
可
能
性
が
高
い
。「
飯
沼
」
は
水
上
交
通
の
要
路
で
あ
り
、
北
側
の
蕗
田
に
住
ん
で
い

た
善
性
は
、
南
の
横
曽
根
の
性
信
と
舟
で
容
易
に
行
き
来
が
で
き
た
。
飯
沼
の
周
辺
に
お
け
る
親
鸞
門
弟
の
活
動
つ
い
て
は
『
石
下
町
史
』（
一
九

八
八
年
）
一
八
八
〜
一
九
〇
頁
、
図
Ⅱ-

七
「
飯
沼
近
辺
浄
土
真
宗
関
係
図
」
を
参
照
（「
常
総
市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
閲
覧
）。

『
親
鸞
聖
人
血
脈
文
集
』
の
史
料
と
し
て
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
古
田
武
彦
「
性
信
の
血
脉
文
集
と
親
鸞
在
世
集
団
│
新
史
料
蓮
光
寺
本
を
め
ぐ

っ
て
│
」『
史
林
』
四
九
巻
三
号
（
一
九
六
六
）
を
参
照
。
古
田
は
、
従
来
の
説
を
覆
し
、『
血
脈
文
集
』
は
「
金
剛
信
心
」
の
血
脈
を
門
徒
一
人

ひ
と
り
が
相
続
す
べ
き
こ
と
を
示
す
た
め
に
性
信
が
自
ら
編
集
し
た
重
要
な
文
集
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
得

力
が
あ
る
。

「
善
性
本
」
第
五
通
影
印
（
片
仮
名
表
記
）
は
『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
一
四
一
〜
一
四
六
頁
。

「
正
定
聚
」
と
「
等
正
覚
」
を
同
義
と
す
る
親
鸞
の
転
釈
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
現

代
の
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。
曽
我
量
深
「
念
仏
往
生
因
果
同
時
」『
親
鸞
教
学
』
十
三
号
（
一
九
六
八
年
）
一
〜
三
頁
、
上
田
義
文
「
親
鸞
の

「
往
生
」
の
思
想
（
一
）」『
親
鸞
教
学
』
十
三
号
（
一
九
六
八
年
）
一
一
〇
、
一
一
五
〜
一
一
六
頁
注
⑤
、
梶
山
雄
一
「
解
説
│
仏
教
思
想
史
に
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お
け
る
親
鸞
」『
大
乗
仏
典 

中
国
日
本
篇
二
二
　
親
鸞
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
三
五
二
頁
、
小
川
一
乗
『
親
鸞
の
成
仏
道
│
「
証
」
の

二
重
性
と
「
真
実
証
」』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
八
年
）
六
〇
〜
六
七
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
五
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
六
頁
。

松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』
四
五
七
〜
四
九
〇
頁
。
安
藤
文
雄
「
親
鸞
に
お
け
る
弥
勒
の
問
題
」『
真
宗
研
究
』
三
〇
輯
（
一
九
八
六
年
）
五
二

〜
六
七
頁
、
山
田
恵
文
「
親
鸞
に
お
け
る
「
弥
勒
」
の
考
察
│
『
大
経
』
対
告
衆
弥
勒
を
通
し
て
│
」『
親
鸞
教
学
』
七
五
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四

九
〜
六
一
頁
。

時
朝
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
江
田
郁
夫
編
『
中
世
宇
都
宮
氏
│
一
族
の
展
開
と
信
仰
・
文
芸
』（
戎
光
祥

出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
二
九
〜
五
五
頁
を
参
照
。
今
井
雅
晴
『
親
鸞
を
め
ぐ
る
人
び
と
』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
三
〜
一
三
三
頁
参

照
。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
四
六
〜
一
四
七
頁
脚
注
参

照
。
足
立
幸
子
氏
の
御
教
示
に
よ
り
「
寛
元
の
『
交
名
牒
』
帰
依
布
列
の
部
」
は
、
稲
田
西
念
寺
に
伝
わ
る
寛
元
三
年
の
『
交
名
牒
』
が
典
拠
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
小
栗
憲
一
『
真
宗
興
隆
縁
起
』（
法
蔵
館
、
一
九
〇
一
年
）
四
三
、
七
〇
頁
参
照
。
花
山
大
安
『
末
燈
鈔
欽
仰
記
』

（
安
居
事
務
所
、
一
九
三
四
年
）
二
四
七
頁
に
も
「
寛
元
の
『
交
名
牒
』」
を
も
と
に
有
阿
弥
陀
仏
が
笠
間
時
朝
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
「
有
説
に

此
人
は
他
流
の
人
な
り
と
も
云
、
未
知
所
拠
」
と
あ
る
。

時
朝
の
曾
祖
父
宇
都
宮
朝
綱
は
晩
年
出
家
し
て
「
重
阿
弥
陀
仏 

寂
心
」
と
号
し
て
宇
都
宮
家
の
菩
提
寺
を
開
創
し
て
い
る
（
小
山
正
文
「
笠
間

時
朝
鹿
島
社
奉
渡
唐
本
一
切
経
」『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
一
五
号
二
頁
）。
時
朝
の
父
塩
谷
朝
業
は
源
実
朝
に
仕
え
て
歌
詠
み
の
相
手

で
あ
っ
た
が
、
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
た
後
出
家
し
て
信
生
と
号
し
「
信
阿
弥
陀
仏
」
と
も
名
告
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
喜
二
年
四
月
付
の
「
信
阿
弥

陀
仏
寄
進
状
」
や
「
信
阿
弥
陀
仏
置
文
」
が
あ
り
、
こ
の
「
信
阿
弥
陀
仏
」
は
朝
業
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
喜
連
川
町
史
』
第
六

巻
、
通
史
編1

、
栃
木
県
さ
く
ら
市
、
二
〇
〇
八
年
）。

像
高
一
七
五
・
二
㎝
　
光
背
高
一
九
四
㎝
、
桧
材
の
寄
木
造
、
漆
箔
、
玉
眼
嵌
入
の
像
。
漆
を
塗
っ
た
上
に
金
箔
を
貼
っ
た
「
泥
仏
」。
仏
像
の

様
式
と
し
て
は
運
慶
に
は
じ
ま
る
鎌
倉
時
代
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
。「
如
来
形
」
で
あ
る
た
め
外
見
は
阿
弥
陀
如
来
・
釈
迦
如
来
と
変
わ
ら
ず
、
胎

内
胸
部
の
墨
書
銘
に
よ
っ
て
弥
勒
如
来
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
写
真
は
ブ
ロ
グ
「
祇
是
未
在
│
ソ
ゾ
タ
ケ
仏
像
紀
行
」
管
理
人
大
竹
氏
の
撮
影
。
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無
償
で
デ
ー
タ
を
御
提
供
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。〈https://butszo.jp/2014/06/3494/

〉

寺
川
俊
昭
「
笠
間
の
念
仏
者
へ
の
お
手
紙
」『
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
│
御
真
筆
御
消
息
の
す
べ
て
』（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
六

年
）
三
八
〜
三
九
頁
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
五
八
六
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
一
七
頁
。
親
鸞
は
国
許
の
笠
間
か
ら
高
田
周
辺
に
広
ま
っ
て
い
た
「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と

い
う
議
論
を
踏
ま
え
て
書
い
た
法
語
（「
し
る
し
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
ふ
み
」）
を
い
く
つ
か
手
元
に
置
き
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
門
弟
へ
の
消
息

を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
新
和
歌
集
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
中
川
博
夫
「『
新
和
歌
集
』
成
立
時
期
小
考
」『
三
田
國
文
』
六
号
（
一
九
八
六
年
）
八
〇
〜
八
六
頁
。

時
朝
と
浄
意
法
師
に
関
し
て
は
小
林
一
彦
「
宇
都
宮
歌
壇
の
再
考
察
│
笠
間
時
朝
・
浄
意
法
師
を
中
心
に
」『
國
語
と
國
文
學
』
第
六
五
巻
三
号

（
一
九
八
八
年
）
十
七
〜
三
三
頁
を
参
照
。
小
林
は
親
鸞
と
時
朝
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
り
（
二
六
頁
下
段
）、
三
二
頁
の
注
十
五
に
よ

れ
ば
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
は
『
新
和
歌
集
』
中
の
僧
侶
歌
人
と
同
名
の
人
物
（
常
陸
の
覚
願
、
道
願
、
慶
西
、
蓮
信
、
円
智
、
西
善
）

が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
慶
西
は
『
御
消
息
集
』（
広
本
）
の
第
十
八
通
（
正
嘉
二
年
、
二
月
二
十
五
発
信
）
を
受
け
取
っ
た
慶
西

で
あ
ろ
う
。

中
西
随
功
「
宇
都
宮
歌
壇
の
浄
土
教
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
二
巻
第
二
号
（
一
九
八
四
年
）
二
一
三
〜
二
一
五
頁
、
外
村
展
子
『
前
長

門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
一
八
、
風
間
書
房
、
一
九
九
六
年
）
二
八
四
〜
二
九
九
頁
参
照
。

『
末
燈
鈔
』
第
十
二
通
に
親
鸞
が
引
く
有
阿
弥
陀
仏
の
疑
い
の
言
葉
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
六
頁
）。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
八
七
〜
八
八
頁
。

川
勝
政
太
郎
「
笠
間
時
朝
の
作
善
と
そ
の
背
景
（
上
）」『
史
迹
と
美
術
』
四
三
六
号
（
一
九
七
三
年
）
二
〇
八
頁
を
参
照
（
原
漢
文
）。
右
足
ホ

ゾ
の
内
側
に
「
時
朝
同
身
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
前
出
の
髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
四
七
〜
五
〇
頁
に
、
近
年
の
修
復
時
の
Ｘ
線
撮
影
に
よ

っ
て
新
た
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
部
分
を
含
む
墨
書
銘
全
文
と
そ
の
解
説
が
あ
る
。

髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
四
〇
〜
四
二
頁
。
髙
橋
は
「
忍
性
下
向
を
実
現
す
る
上
で
時
朝
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
忍
性
の
関
東
下
向
と
権
力
者
へ
の
接
近
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
「
慈
悲
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
理
崎
啓
『
忍
性

の
真
実
│
極
楽
寺
良
観
と
戒
律
』（
哲
山
堂
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
二
〜
一
三
二
頁
参
照
。
忍
性
と
時
朝
は
、
同
時
期
の
関
東
で
親
鸞
門
弟
の
「
造

悪
無
碍
」「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
問
題
に
対
処
し
た
善
鸞
と
も
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
松
尾
剛
次
『
知
ら
れ
ざ
る
親
鸞
』

（

）
27

（

）
28

（

）
29

（

）
30

（

）
31

（

）
32

（

）
33
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（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
〜
二
一
六
頁
を
参
照
。

小
山
正
文
「
笠
間
時
朝
鹿
島
社
奉
渡
唐
本
一
切
経
」『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
一
五
号
（
二
〇
〇
二
）
二
〜
四
頁
参
照
。

川
勝
政
太
郎
「
笠
間
時
朝
の
作
善
と
そ
の
背
景
（
上
）」
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。
建
長
五
年
が
一
二
〇
号
像
、
文
永
元
年
が
一
六
九
号
像
で
、
前

者
の
背
に
は
銘
文
が
彫
ら
れ
、
後
者
の
右
足
ホ
ゾ
に
は
「
長
門
前
司
時
朝
　
文
永
元
八
月
十
一
日
（
花
押
）」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
川
勝
に
よ
れ

ば
三
十
三
間
堂
の
千
体
仏
の
中
で
造
立
結
縁
者
の
名
前
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
体
の
み
で
あ
り
「
特
異
」。「
と
く
に
時
朝
は
自
分
の
名
を

ふ
く
む
銘
文
を
陰
刻
ま
た
は
墨
書
で
記
す
こ
と
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
六
九
〜
七
〇
頁
。

こ
の
「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
玉
木
興
慈
「「
便
同
弥
勒
」「
諸
仏
等
同
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

│
第
十
七
願
と
の
関
係
か
ら
│
」『
真
宗
研
究
』
第
四
三
輯
（
一
九
九
九
年
）
一
六
〜
二
九
頁
、
井
上
善
幸
「「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
表
現
を

め
ぐ
っ
て
」『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
合
併
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
一
五
〜
三
一
七
頁
な
ど
を
参
照
。

こ
の
結
論
部
に
は
漢
字
の
「
心
」
と
仮
名
の
「
こ
こ
ろ
」
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
都
合
八
回
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
心
」
の
多
義
性
（
①
知

識
・
感
情
・
意
志
の
総
体
〔「
身
」
に
対
す
る
〕、
②
思
慮
、
③
気
持
、
④
意
味
・
意
義
・
趣
旨
）
を
活
か
し
た
文
章
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
出
て
く
る
「
あ
か
つ
き
（
暁
）」
に
も
二
重
の
意
味
（
①
悟
り
・
目
覚
め
・
証
と
②
夜
明
け
前
・
明
か
時
）
が
あ
り
、
弥
勒
の
「
あ
か
つ
き
」
に

関
し
て
「
浄
土
真
実
の
人
も
こ
の
こ
こ
ろ

0

0

0

を
こ
こ
ろ
う

0

0

0

0

べ
き
な
り
」
と
い
う
文
は
「
こ
の
目
覚
め
を
目
覚
め
る
べ
き
」
あ
る
い
は
「
こ
の
（
暁
＝

目
覚
め
と
い
う
）
意
味
を
理
解
す
べ
き
」
と
重
層
的
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
修
辞
法
を
活
か
し
て
親
鸞
が

推
敲
を
重
ね
た
法
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
真
聖
全
』
一
・
七
二
六
頁
。

『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
二
六
頁
。
十
月
廿
一
日
と
い
う
日
付
は
専
修
寺
に
伝
わ
る
真
筆
に
よ
る
。
こ
の
十
月
廿
一
日
付
浄
信
宛

消
息
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、『
真
蹟
集
成
』
四
四
四
〜
四
四
五
頁
の
赤
松
俊
秀
に
よ
る
解
説
を
参
照
。

松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』
四
七
六
〜
四
七
七
頁
を
参
照
。

慶
信
上
書
と
親
鸞
の
加
筆
御
返
事
・
勘
返
状
と
、
蓮
位
の
添
え
状
の
詳
し
い
読
解
に
つ
い
て
は
、
常
磐
井
和
子
「
末
燈
抄
を
読
み
解
く
（
九
）」

『
高
田
学
報
』
第
九
十
五
輯
（
二
〇
〇
七
年
）
二
四
〜
三
九
頁
参
照
。
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（
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（

）
41

（
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無
償
で
デ
ー
タ
を
御
提
供
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。〈https://butszo.jp/2014/06/3494/

〉

寺
川
俊
昭
「
笠
間
の
念
仏
者
へ
の
お
手
紙
」『
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
│
御
真
筆
御
消
息
の
す
べ
て
』（
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
六

年
）
三
八
〜
三
九
頁
参
照
。

『
真
宗
聖
典
』
五
八
六
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
一
七
頁
。
親
鸞
は
国
許
の
笠
間
か
ら
高
田
周
辺
に
広
ま
っ
て
い
た
「
弥
勒
と
ひ
と
し
」
と

い
う
議
論
を
踏
ま
え
て
書
い
た
法
語
（「
し
る
し
お
お
せ
ら
れ
て
候
う
ふ
み
」）
を
い
く
つ
か
手
元
に
置
き
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
門
弟
へ
の
消
息

を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
新
和
歌
集
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
中
川
博
夫
「『
新
和
歌
集
』
成
立
時
期
小
考
」『
三
田
國
文
』
六
号
（
一
九
八
六
年
）
八
〇
〜
八
六
頁
。

時
朝
と
浄
意
法
師
に
関
し
て
は
小
林
一
彦
「
宇
都
宮
歌
壇
の
再
考
察
│
笠
間
時
朝
・
浄
意
法
師
を
中
心
に
」『
國
語
と
國
文
學
』
第
六
五
巻
三
号

（
一
九
八
八
年
）
十
七
〜
三
三
頁
を
参
照
。
小
林
は
親
鸞
と
時
朝
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
り
（
二
六
頁
下
段
）、
三
二
頁
の
注
十
五
に
よ

れ
ば
『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
牒
』
に
は
『
新
和
歌
集
』
中
の
僧
侶
歌
人
と
同
名
の
人
物
（
常
陸
の
覚
願
、
道
願
、
慶
西
、
蓮
信
、
円
智
、
西
善
）

が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
慶
西
は
『
御
消
息
集
』（
広
本
）
の
第
十
八
通
（
正
嘉
二
年
、
二
月
二
十
五
発
信
）
を
受
け
取
っ
た
慶
西

で
あ
ろ
う
。

中
西
随
功
「
宇
都
宮
歌
壇
の
浄
土
教
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
二
巻
第
二
号
（
一
九
八
四
年
）
二
一
三
〜
二
一
五
頁
、
外
村
展
子
『
前
長

門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
一
八
、
風
間
書
房
、
一
九
九
六
年
）
二
八
四
〜
二
九
九
頁
参
照
。

『
末
燈
鈔
』
第
十
二
通
に
親
鸞
が
引
く
有
阿
弥
陀
仏
の
疑
い
の
言
葉
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
六
頁
）。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
八
七
〜
八
八
頁
。

川
勝
政
太
郎
「
笠
間
時
朝
の
作
善
と
そ
の
背
景
（
上
）」『
史
迹
と
美
術
』
四
三
六
号
（
一
九
七
三
年
）
二
〇
八
頁
を
参
照
（
原
漢
文
）。
右
足
ホ

ゾ
の
内
側
に
「
時
朝
同
身
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
前
出
の
髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
四
七
〜
五
〇
頁
に
、
近
年
の
修
復
時
の
Ｘ
線
撮
影
に
よ

っ
て
新
た
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
部
分
を
含
む
墨
書
銘
全
文
と
そ
の
解
説
が
あ
る
。

髙
橋
修
「
笠
間
時
朝
論
序
説
」
四
〇
〜
四
二
頁
。
髙
橋
は
「
忍
性
下
向
を
実
現
す
る
上
で
時
朝
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
忍
性
の
関
東
下
向
と
権
力
者
へ
の
接
近
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
「
慈
悲
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
理
崎
啓
『
忍
性

の
真
実
│
極
楽
寺
良
観
と
戒
律
』（
哲
山
堂
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
二
〜
一
三
二
頁
参
照
。
忍
性
と
時
朝
は
、
同
時
期
の
関
東
で
親
鸞
門
弟
の
「
造

悪
無
碍
」「
本
願
ぼ
こ
り
」
の
問
題
に
対
処
し
た
善
鸞
と
も
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
松
尾
剛
次
『
知
ら
れ
ざ
る
親
鸞
』

（

）
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（
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（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
〜
二
一
六
頁
を
参
照
。

小
山
正
文
「
笠
間
時
朝
鹿
島
社
奉
渡
唐
本
一
切
経
」『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
報
』
一
五
号
（
二
〇
〇
二
）
二
〜
四
頁
参
照
。

川
勝
政
太
郎
「
笠
間
時
朝
の
作
善
と
そ
の
背
景
（
上
）」
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。
建
長
五
年
が
一
二
〇
号
像
、
文
永
元
年
が
一
六
九
号
像
で
、
前

者
の
背
に
は
銘
文
が
彫
ら
れ
、
後
者
の
右
足
ホ
ゾ
に
は
「
長
門
前
司
時
朝
　
文
永
元
八
月
十
一
日
（
花
押
）」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
川
勝
に
よ
れ

ば
三
十
三
間
堂
の
千
体
仏
の
中
で
造
立
結
縁
者
の
名
前
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
体
の
み
で
あ
り
「
特
異
」。「
と
く
に
時
朝
は
自
分
の
名
を

ふ
く
む
銘
文
を
陰
刻
ま
た
は
墨
書
で
記
す
こ
と
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
六
九
〜
七
〇
頁
。

こ
の
「
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
表
現
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
玉
木
興
慈
「「
便
同
弥
勒
」「
諸
仏
等
同
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

│
第
十
七
願
と
の
関
係
か
ら
│
」『
真
宗
研
究
』
第
四
三
輯
（
一
九
九
九
年
）
一
六
〜
二
九
頁
、
井
上
善
幸
「「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
う
表
現
を

め
ぐ
っ
て
」『
真
宗
学
』
一
二
九
・
一
三
〇
合
併
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
一
五
〜
三
一
七
頁
な
ど
を
参
照
。

こ
の
結
論
部
に
は
漢
字
の
「
心
」
と
仮
名
の
「
こ
こ
ろ
」
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
都
合
八
回
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
心
」
の
多
義
性
（
①
知

識
・
感
情
・
意
志
の
総
体
〔「
身
」
に
対
す
る
〕、
②
思
慮
、
③
気
持
、
④
意
味
・
意
義
・
趣
旨
）
を
活
か
し
た
文
章
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
出
て
く
る
「
あ
か
つ
き
（
暁
）」
に
も
二
重
の
意
味
（
①
悟
り
・
目
覚
め
・
証
と
②
夜
明
け
前
・
明
か
時
）
が
あ
り
、
弥
勒
の
「
あ
か
つ
き
」
に

関
し
て
「
浄
土
真
実
の
人
も
こ
の
こ
こ
ろ

0

0

0

を
こ
こ
ろ
う

0

0

0

0

べ
き
な
り
」
と
い
う
文
は
「
こ
の
目
覚
め
を
目
覚
め
る
べ
き
」
あ
る
い
は
「
こ
の
（
暁
＝

目
覚
め
と
い
う
）
意
味
を
理
解
す
べ
き
」
と
重
層
的
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
修
辞
法
を
活
か
し
て
親
鸞
が

推
敲
を
重
ね
た
法
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
真
聖
全
』
一
・
七
二
六
頁
。

『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
二
六
頁
。
十
月
廿
一
日
と
い
う
日
付
は
専
修
寺
に
伝
わ
る
真
筆
に
よ
る
。
こ
の
十
月
廿
一
日
付
浄
信
宛

消
息
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、『
真
蹟
集
成
』
四
四
四
〜
四
四
五
頁
の
赤
松
俊
秀
に
よ
る
解
説
を
参
照
。

松
野
純
孝
『
増
補 

親
鸞
』
四
七
六
〜
四
七
七
頁
を
参
照
。

慶
信
上
書
と
親
鸞
の
加
筆
御
返
事
・
勘
返
状
と
、
蓮
位
の
添
え
状
の
詳
し
い
読
解
に
つ
い
て
は
、
常
磐
井
和
子
「
末
燈
抄
を
読
み
解
く
（
九
）」

『
高
田
学
報
』
第
九
十
五
輯
（
二
〇
〇
七
年
）
二
四
〜
三
九
頁
参
照
。

（

）
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（

）
35

（

）
36

（

）
37

（

）
38

（

）
39

（

）
40

（

）
41

（

）
42
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『
真
宗
聖
典
』
四
八
七
頁
。『
定
親
全
』
二
・
和
讃
篇
五
七
頁
。
七
六
歳
の
と
き
の
初
稿
本
で
は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
に
基
づ
く
前
半
部
分
は

「
歓
喜
信
心
無
疑
者
お
ば
　
与
諸
如
来
等
と
と
く
」
と
原
漢
文
を
含
む
形
で
あ
っ
た
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
十
三
〜
十
六
頁
。『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
一
三
〜
四
一
五
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
五
八
五
頁
。『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
一
七
頁
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
六
頁
。

『
多
屋
頼
俊
著
作
集
第
三
巻 

親
鸞
書
簡
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
三
年
）
二
六
〜
二
七
頁
。

阿
満
利
麿
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
三
〜
一
七
四
、
一
八
二
頁
参
照
。

『
増
補
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
四
巻
四
一
二
頁
。
こ
の
慶
信
へ
の
勘
返
状
の
成
立
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
は
、
永
村
眞
「
親
鸞
聖
人
の
消
息
と

法
語
│
主
に
高
田
専
修
寺
所
蔵
自
筆
「
消
息
」
を
通
し
て
│
」『
高
田
学
報
』
第
九
十
四
輯
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
〜
四
四
頁
参
照
。

『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
二
一
頁
。

（

）
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（
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（

）
49

（

）
50

25

は
　
じ
　
め
　
に

　
『
歎
異
抄
』
第
一
三
章
に
お
け
る
「
宿
業
」
と
い
う
言
葉
は
、
真
宗
に
お
け
る
人
間
観
を
示
す
も
の
と
し
て
、
多
く
の
先
達
が
そ
の
意

義
を
確
か
め
て
き
た
。
ま
た
、
一
方
で
宿
業
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
人
間
が
作
り
出
す
社
会
的
差
別
構
造
を
助
長
す
る
理
解
と
使
用
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
別
性
に
気
づ
か
ず
、
ま
た
そ
の
事
実
を
忘
却
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
意
義
が
既
に
様
々
に
究
明
さ
れ
、
ま
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
宿
業
を
テ
ー
マ
と

し
て
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
改
め
て
次
の
点
か
ら
そ
の
思
想
的
意
義
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
願
念
仏
の
教

え
を
明
ら
か
に
す
る
聖
教
あ
る
い
は
法
語
の
な
か
で
、『
歎
異
抄
』
以
前
の
宿
業
の
意
義
を
確
か
め
、
そ
の
意
義
内
容
と
の
連
関
に
お
い

て
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
思
想
的
意
義
を
考
察
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
お
よ

び
親
鸞
の
師
・
源
空
の
法
語
、
ま
た
親
鸞
が
「
よ
き
ひ
と
〴
〵
」
と
仰
ぐ
聖
覚
・
隆
寛
に
お
け
る
「
宿
業
」「
宿
善
」
へ
の
言
及
を
柱
に

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
を
理
解
す
る
時
の
基
本
的
視
座
を
明
確
に

し
、『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
「
宿
業
」
の
究
明
が
、
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
方
と
課
題
性
と
を
迫
る
も
の
な
の
か
、
考
え
て

（

）
1

（

）
2

（

）
3

「
宿
業
」
の
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
の
一
考
察
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