
悲

喜

の

交

流

!

和
讃
の
諸
問
題
——

金 

子 

大 

榮

今
日
は
第
十
七
回
目
で
、

『
正
像
末
和
讃
』 

へ
移
っ
て
問
題
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

見
出
し
は
ど
う
い
た
し
ま 

し
よ
う
か
。

「悲
喜
の
交
流
」
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

悲
し
み
と
喜
び
と
は
こ
も
ご
も
流
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま 

す
。
三
帖
和
讃
に
お
き
ま
し
て
も
、

『
正
像
末
和
讃
』
と
い
う
も
の
は
殊
に
感
銘
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
し
ば
し
ば
地
方
の
お 

寺
へ
な
ど
へ
行
っ
て
講
話
を
い
た
し
ま
す
と
き
、 

朝
事
に
お
参
り
を
す
る
。
も
う
お
勤
め
は
済
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 

た
だ
参
詣
す
る
ん
で
す
が
、

そ
の
と
き
に
、

『
正
像
末
和
讃
』
、
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」
か

ら

「如
来
大
悲
の
恩
徳
は
」
ま
で
、
 

五
十
八
首
を
た
だ
速
読
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
で
も
ど
こ
か
で
涙
ぐ
ま
し
く
な
り
ま
し
て
、
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の 

で
あ
ろ
う
か
、
と
思
わ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

は
じ
め
に
宗
教
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
理
性
と
言
い
ま
し
て
も
い
ろ
い
ろ
の
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
か 

ら
、
宗
教
的
理
性
、
そ
れ
が
智
慧
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仏
教
で
智
慧
と
い
う
も
の
は
い
か
に
世
間
の
知
識
と
い
う
も
の
と
異
な
る
か
、
 

と
い
う
こ
と
で
、
智
慧
と
い
う
題
目
で
し
ば
し
ば
書
い
た
り
話
し
た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
日
で
も
智
慧
と
知
識
と
い
う
こ
と
を 

語
っ
て
お
る
人
が
あ
り
ま
す
る
が
、
何
か
今
昔
の
感
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
理
性
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
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に
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
知
識
と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
光
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
性
と
い
う
言
葉
で
表
し
ま
し
た 

の
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

理
性
と
い
う
言
葉
に
魅
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
を
読
ん
だ
と
き
に
こ
う
い
う
こ
と
が
言
っ
て
あ
り
ま 

し
た
。
も
し
人
あ
っ
て
こ
の
地
球
の
上
に
居
て
、
そ
し
て
海
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
大
海
に
は
い
ろ
い
ろ
の
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
動
物
が
あ 

っ
て
、
そ
し
て
食
い
合
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
空
気
の
上
に
居
て
、
そ
し
て 

こ
の
地
上
を
眺
め
な
が
ら
、
あ
の
上
に
は
、
こ
の
空
気
の
中
に
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
住
ん
で
い
て
、
そ
し
て
互
い
に
殺
し
あ
い
を
し 

た
り
そ
の
見
返
り
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
理
性
あ
る
も
の
は
そ
う 

い
う
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
空
気
の
上
に
誰
か
住
ん
で
い
る
な
ん 

て
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
あ
る
も
の
は
そ
の 

よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
。

「
よ
う
な
」
と
い
う
こ
と
を
入
れ
て
ね
、

そ
う
い
う
こ
と
は 

な
い
ん
だ
、
そ

の

「
よ
う
な
」
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
。
基
本
的
に
は
理
性
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
 

そ
れ
で
理
性
と
い
う
の
は
、

一
方
か
ら
い
え
ば
空
気
の
上
に
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
見
て
い
る
も
の 

は
な
い
と
い
う
の
も
理
性
で
あ
る
。
け
れ
ど
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
理
性
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き 

の
理
性
と
い
う
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
今
日
と
い
え
ど
も
撤
回
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
層
明
瞭
な
こ
と
な
ん
で
あ 

り
ま
す
。
こ
の
間
も
あ
る
人
と
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
人
間
は
あ
ま
り
に
自
分
が
見
る
と
い
う
立
場
だ
け
を
重
ん
じ
て
い
る
。
だ
か 

ら
し
て
仏
と
い
う
も
の
を
語
る
場
合
に
も
仏
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
あ
あ
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
見
る
立
場
と
い
う 

も
の
を
重
ん
じ
る
。
し
か
し
見
ら
れ
る
立
場
と
い
う
も
の
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
か
く
の
ご
と
く
見
ら
れ
て
い 

る
と
、
見
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
分
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
今
ま
で
何
遍 

も
話
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
は
月
を
見
て
い
る
と
い
い
ま
し
て
も
、
自
分
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
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は
少
し
も
わ
か
ら
な
い
。
月
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
時
に
お
い
て
、
自
分
と
い
う
も
の
は
殊
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

だ
か
ら
し
て
そ
こ
に
智
慧
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
、
そ
こ
に
光
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ 

て
い
る
そ
の
光
を
智
慧
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
理
性
と
い
う
も
の
を
本
当
に
承
認
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と' 

実
は
感
情
で
あ
ろ
う
。
純
粋
感
情
と
い
う
言
葉
で 

表
し
ま
し
て
、
こ
の
頃
は
純
粋
感
情
と
い
う
こ
と
を
問
う
と
い
う
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
的 

理
性
か
、
あ
る
い
は
純
粋
感
情
か
、
お
浄
土
と
い
う
の
は
純
粋
感
情
の
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
風
に
も
言
い
表
わ
し
て
み
た
の
で
あ 

り
ま
す
。

こ
う
言
い
ま
す
と
何
か
特
別
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
こ
と 

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
智
慧
と
は
宗
教
的
な
理
性
で
あ
り
、
慈
悲
と
は
純
粋
な
る
感
情
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し 

智
慧
と
い
え
ば
明
る
く
慈
悲
と
い
え
ば
暗
い
。
暗
い
と
い
う
言
葉
は
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
悲
し
み
で
す
か
ら
ね
。
人
間
の 

在
り
方
を
悲
し
む
。
慈
し
み
の
心
に
お
い
て
悲
し
む
、
悲
し
む
と
い
う
そ
の
悲
し
み
が
慈
悲
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
仏
の
悲
し
み
が
慈
悲
で 

あ
る
。
仏
の
智
慧
が
、
仏
の
理
性
が
智
慧
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
言
い
ま
す
と
、

一
面
か
ら
み
れ
ば
智
慧
で
あ
り
、
同
時
に
そ 

れ
が
他
面
か
ら
み
れ
ば
慈
悲
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
宗
教
的
な
理
性
も
あ
れ
ば
、
純
粋
な
る
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で 

あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
が
喜
び
と
悲
し
み
と
の
交
流
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
が
三
帖
和
讃
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
殊

に

『
正
像
末
和
讃
』
に
お 

き
ま
し
て
は
ひ
と
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
祖
師
親
鸞
は
で
す
ね
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
も
の
を
感
じ
た
か
と
い
う
、
そ
の
感 

情
と
い
う
も
の
を
、

『
正
像
末
和
讃
』
に
よ
っ
て
我
々
は
も
っ
と
も
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ 

う
い
う
ふ
う
に
見
て
、
五
十
八
首
を
通
読
し
ま
す
と
、
た
だ
一
筋
の
悲
喜
の
感
情
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
す
べ
て
浄
土
の
思
慕
で 

す
。
浄
土
を
欣
う
、
思
慕
と
い
う
こ
と
も
私
独
特
の
言
葉
で
、
あ
ま
り
使
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
浄
土
を
思
慕
す
る
感
情
と
い
う
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も
の
が
五
十
八
首
に
流
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
『
正
像
末
和
讃
』
は
す
べ
て
悲
喜
の
交
流
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
 

ま 

た
浄
土
の
思
慕
で
あ
る' 

五
十
八
首
す
べ
て
が
浄
土
の
思
慕
で
あ
る
、
と
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら 

に
ま
た
こ
の
五
十
八
首
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
自
分
の
根
ご
こ
ろ
の
尽
き
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
尺
き
ぬ
こ
こ
ろ
に
お
い
て
如
来
大 

悲
の
恩
徳
を
讃
仰
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
こ
で
『
正
像
末
和
讃
』
を
そ
の
方
面
か
ら
見
よ
う
。
そ
し 

て
ま
ず
今
日
は
「悲
喜
の
交
流
」
と
い
う
こ
と
で
『
正
像
末
和
讃
』
の
こ
こ
ろ
を
い
た
だ
い
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

と
こ
ろ
で
『
正
像
末
和
讃
』
と
い
う
も
の
は
、
浄
・
高
二
帖
の
和
讃
と
言
葉
遣
い
に
お
い
て
違
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
殊
に
『
大
無 

量
寿
経
』
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
浄
・
高
ー 

一
帖
は
す
べ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
言
葉
を
用
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
『
正
像
末
和
讃
』 

に
な
り
ま
す
と
、

『
如
来
会
』
の
言
葉
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

は
っ
き
り
し
た
も
の
は
ふ
た
つ
あ
る
の
で
す
が
、
 

ひ
と
つ
は
「
衆
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
で
「有
情
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
浄

・
高
二
帖
和
讃
で
は
「
十
方
衆 

生
」
で
す
。
「
諸
有
の
衆
生
」
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
正
像
末
和
讃
』
は

「
濁
世
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
」
と'

「有
情
」
と
い
う
言
葉 

を
用
い
ま
す
。

「
衆
生
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
は
か
な
り
広
く
、

と
き
に
よ
る
と
植
物
な
ど
も
衆
生
の
中
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た 

よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
諸
々
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
「有
情
」
と
い
う
と
、

心
あ
る
も
の'

「情
」
と
い
う
こ
と
で
感
情
的
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ 

は
、
浄
二
咼
二
帖
に
お
き
ま
し
て
は
「
正
定
聚
」
、

「
不
退
」
と
、

「
正
定
聚
」
と

か

「
不
退
転
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で 

あ
り
ま
す
が
、
『
正
像
末
和
讃
』
で
は' 

弥
勒
に
等
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
て' 

そ
し
て
等
正
覚
と
言
い
ま
す
。

等
正
覚 

と
い
え
ば
す
ぐ
に
仏
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
正
定
聚
と
い
う
と
そ
れ
か
ら
仏
に
な
る
ま
で
に
階
段
が
あ
っ
て
、
必
ず
仏
に
な
る
に
決
ま 

っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
等
正
覚
ほ
ど
近
く
な
い
ん
で
す
が
、
そ
の
等
正
覚
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
し
て
浄
・
 

高
二
帖
に
使
わ
れ
た
言
葉
が
『
正
像
末
和
讃
』
で
使
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん 

だ
人
も
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
『
如
来
会
』
と
い
う
も
の
に
対
す
る
祖
師
の
感
情
は
『
大
無
量
寿
経
』
と
ほ
と
ん
ど
同
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格
で
あ
り
ま
す
。
『
平
等
覚
経
』
と
か
『
大
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
の
も
出
て
は
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
『
大 

無
量
寿
経
』
を
引
け
ば
、
同
時
に
『
如
来
会
』
を
引
い
て
あ
り
ま
す
。

経
典
史
学
者
に
よ
り
ま
す
と
『
大
無
量
寿
経
』
に
五
存
七
欠
と
い
い
ま
し
て
、
十
二
回
も
翻
訳
さ
れ
て
お
る
の
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も 

そ
の
中
に
七
回
の
も
の
は
な
く
な
っ
て
お
り
ま
し
て' 

五
つ
の
も
の
は
存
じ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け 

れ
ど
も
、

イ
ン
ド
か
ら
支
那
へ
渡
っ
て
く
る
間
に
、

所
人
を
通
過
し
て
る
間
に
三
つ
の
流
れ
が
あ
っ
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
訳
本
に
は 

三
つ
の
系
統
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば' 

は
っ
き
り
と
『
如
来
会
』
と

『
大
無
量
寿
経
』
と
は
同
じ 

系
統
の
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
原
本
も
同
じ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
翻
訳
者
が
違
っ
た
の
で' 

い
ま
申
し
ま
し
た
よ 

う

に

「
有
情
」
と
か
あ
る
い
は
「
等
正
覚
」
と
い
う
言
葉
の
違
い
が
出
て
き
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』 

で
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
を
『如
来
会
』
で
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
お
心
持
ち
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
言
っ
て
い 

き
ま
す
と
、
私
も
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
忠
実
な
今
日
の
学
者
と
同
じ
よ
う
な
、
何
か
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
は
っ
き
り 

さ
せ
て
お
き
た
い
と
い
う
よ
う
な
お
心
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て

「
衆
生
」
と
い
う
言
葉
も
い
い
言
葉
で
あ 

る
け
れ
ど
も
「有
情
」
と
い
う
言
葉
に
親
し
み
を
感
じ
、
殊

に

「
等
正
覚
」
と
、
か
な
ら
ず
仏
に
な
る
こ
と
は
弥
勒
と
お
な
じ
こ
と
で
あ 

る
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
大
経
』
と
い
え
ば
『
如
来
会
』
で
あ
っ
た
そ
の
祖
師
が
、
『
正
像
末
和
讃
』 

の
上
に
お
い
て
、
殊
に
言
葉
遣
い
も
も
っ
ぱ
ら
『
如
来
会
』
だ
と
い
う
こ
と
も
別
に
不
思
議
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り 

ま
す
。

さ

て

『
正
像
末
和
讃
』
に
出
て
く
る
思
想
と
い
う
も
の
は
、

『
教
行
信
証
』
で

は

「
化
身
土
文
類
」
の
本
巻
の
後
の
方
に
、

聖
道
門
は 

時
機
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
ま
っ
た
く
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
。
た

だ

『
教
行
信
証
』
で

は

「
化
身
土
巻
」
の 

終
わ
り
の
方
に
出
て
き
た
も
の
、

つ
ま
り
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
無
い
ん
で
あ
る
と
い
う' 

そ
の
真
実
の
道
を
ま
ず
超
え
て
、
そ
う
し
て 

聖
道
は
権
化
の
法
で
あ
る
、
と
こ
う
言
っ
て
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
裏
返
し
に
な
っ
て
、
聖
道
の
法
で
は
間
に
合
わ
な
い
ん
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だ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
し
て
た
だ
浄
土
の
教
の
み
が
我
ら
の
救
い
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
、
 

言
い
始
め
て
あ
っ
た
も
の
が
終
わ
り
へ
現
れ
て
、
そ
し
て
そ
の
批
判
的
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
出
発
し
て
、
そ
し
て
真
実
の
道
を
表
そ
う
と 

さ
れ
る
。
そ
の
方
向
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
え
ば
、 

そ
れ
で
い
い
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
な
っ
て
い
る
と 

こ
ろ
に
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に' 

特
に
祖
師
の
感
情
と
い
う
も
の
が
流
れ
て
お
り
ま
し
て
、

『
教
行
信
証
』
で
申
し
ま
す
れ 

ば
、

さ
き
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
た
理
性
的
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
が
、

『
正
像
末
和
讃
』
の
方
で
は
理
性
的
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
よ
り
も
、
何
か
殊
に
深
く
感
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
感
情
を
順
々
と
表
し
て
い
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い 

よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、

ま

ず

『
正
像
末
和
讃
』
を
つ
ら
ぬ
く
の
は
最
初
の
一
首
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

「釈
迦
如
来
か
く 

れ
ま
し
ま
し
て 

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う 

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き 

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が 

亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
も
う
二
千
余
年
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
正
像
の
二
時
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
正
法
五
百
年
で
す
か
。
像
法
千
年
、
末 

法
万
年
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
正
法
と
い
う
の
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
そ
の
ま
ま
に
伝
わ
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
行
す
る
も
の
が
い 

る
、
そ
し
て
証
る
も
の
が
い
る
。
教
行
証
と'

『
教
行
信
証
』
も
実
は
教
行
証
で
す
ね
。
『
教
行
証
文
類
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
教
行
証
と 

い
う
三
つ
を
あ
げ
て
、
そ

し
て

『
正
像
末
和
讃
』
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
正
法
と
は
教
え
あ
り
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
実
行 

す
る
人
あ
り
、
そ
し
て
証
り
を
ひ
ら
く
人
あ
り
。
教
行
証
三
法
と
も
に
そ
ろ
っ
て
お
る
の
が
、
そ
れ
が
正
法
の
時
で
あ
る
。
像
法
は
教
え 

も
あ
る
し' 

教
え
に
し
た
が
っ
て
実
行
す
る
人
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も' 

本
当
に
証
り
う
る
人
が
な
く
な
っ
て
く
る
。
教
行
あ
っ
て
証
る 

も
の
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
禅
宗
あ
た
り
に
聞
い
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
か
も
し
ら
ん
ね
。
禅
の
教
え
な
ら
教
え
と
い
う
も
の
が 

あ
っ
て
、
そ
し
て
座
禅
を
し
て
い
る
人
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
本
当
に
悟
り
を
開
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
に
な
る
。
 

だ
が
実
行
者
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
で
像
法
と
言
っ
て
よ
い
。
末
法
に
な
る
と
い
う
と
、
証
る
も
の
が
な
い
の
み
な
ら
ず' 

実
際
修
行 

す
る
人
間
も
な
く'

い
た
づ
ら
に
教
え
の
み
が
残
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
『
正
像
末
和
讃
』
と
い
う
こ
と
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の
区
別
に
は
、
い
ろ
ん
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ

の

「
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
」
。

正
法
は
五
百
年
、
像
法
は
千 

五
百
年
経
っ
て
し
ま
え
ば
末
法
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
今
日
は
末
法
で
あ
る
。
「
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
。

如
来
は
釈
迦
如
来
で
す
が
、
 

釈
迦
如
来
の
弟
子
達
は
そ
こ
で
悲
し
み
泣
く
べ
き
で
あ
る
と
。

「如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
お
る
の
で
あ
り
ま 

す
。大

体
、
時
の
隔
て
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
ね
。
時
の
隔
て
と
い
う
の
が
我
々
に
何
を
感
じ
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り 

ま
す
。
例
え
ば
宗
門
で
は
祖
師
の
生
誕
八
百
年
だ
と
か
、
あ
る
い
は
改
修
し
て
五
十
年
で
あ
る
と
か
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま 

す
が
、
そ
う
い
う
時
の
隔
て
と
い
う
も
の
が
一
体
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
時
の
隔
て
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
い
つ
で
も 

あ
た
か
も
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
感
情
を
も
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
も
う
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で 

あ
り
ま
す
。
不
便
だ
か
ら' 

と
い
う
こ
と
で
す
。
古
い
と
い
う
こ
と
は
も
う
だ
め
。
こ
こ
で
は
お
釈
迦
さ
ま
に
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
言 

わ
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
達
は
そ
れ
を
親
鸞
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
親
鸞
に
つ
い
て 

も
感
じ
て
お
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
、
親
鸞
と
や
か
ま
し
く
い
う
け
れ
ど
も
、
も
う
師
逝
っ
て
七
百
年
に
な
っ
て
い
る
と
い
う 

こ
と
で
で
す
ね
。
も
う
滅
び
る
時
が
き
た
。
経
道
滅
尺
時
至
り
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
場
合
に
な
る
と
い 

う
と' 

二
千
五
百
年' 

三
千
年
と
、
も
う
大
抵
滅
び
る
と
き
が
来
た
ん
だ
と
い
う
悲
し
み
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
、
時
が
経
つ
と
い
う
こ
と
が
常
に
新
た
な
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
年
を
経
て
も
未
だ 

滅
び
な
い
。
い
や
、
年
を
と
れ
ば
と
る
に
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
光
っ
て
く
る
。

一
体
我
々
が
故
人
を
追
憶
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
す 

ま
す
光
っ
て̂

る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
す
ま
す
光
っ
て
く
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
は' 

も
う
す
て
に 

廃
退
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
悲
し
み
と
い
う
も
の
な
し
に
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で

『
正
像
末
和
讃
』
も
、

「
釈
迦
如
来
か 

く
れ
ま
し
ま
し
て 

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う 

正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き 

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
と
き
に
、
時
の
隔
て 

と
い
う
の
が
、

「悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
悲
し
み
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
『
正
像
末
和
讃
』
に
阿
弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
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り
、
像
法
末
法
の
今
日
こ
そ
ま
さ
し
く
弥
陀
の
本
願
の
弘
ま
る
と
き
で
あ
っ
て
、

「
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
」
で
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教 

え
と
い
う
も
の
は
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
こ
そ
弥
陀
の
本
願
の
弘
ま
る
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
滅
び
る
も
の
は
滅 

び
る
と
い
う
と
こ
ろ
に' 

新
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
時
代
感
覚
と
い
う
も
の
の
も
っ
て
お
る 

も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
『
正
像
末
和
讃
』
に
あ
る
の
は
、

今
は
末
法
で
あ
る
と
い
う
時
代
感
覚
を
主
と
し
て
、

五
濁
悪
世
は
横
糸
で' 

正 

像
末
の
三
時
は
縦
糸
で' 

そ
し
て
末
法
濁
世
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

末
法
と
濁
世' 

現
世
と
現
代
。
現
代
と
い
う
場
合
と
現
世
と
い
う
場
合
。
現
代
と
い
う
と
時
間
的
で
あ
る
。
濁
世
と
い
う
と
、
 

そ
う
い 

う
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ふ
た
つ
を
使
っ
て
い
る
限
り
、
や
は
り
時
代
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
劫
濁
、
見
濁
、
 

煩
悩
濁
、
衆
生
濁
と
い
う
ふ
う
に
並
べ
て
説
明
し
て
あ
る
の
を
見
ま
す
と
、
時
代
の
中
に
織
り
込
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
時
代 

は
変
わ
っ
て
も
世
の
中
は
変
わ
り
ま
せ
ん
と
言
っ
た
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
申
し
ま
し
た
ね
。
世
の
中
は
変
わ
ら
ん
か
も
し 

ら
ん
け
ど
も
時
代
は
変
わ
る
と
。
逆
に
言
え
ば
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
時
代
感
覚
と
い
う
何
か
が
あ
っ
て' 

そ
し
て
我
々
に
問
題
に
な 

る
の
は
い
つ
で
も
現
代
で
あ
る
。
時
代
相
応
の
教
学
な
ど
と
言
い
出
す
の
は
、
世
の
中
に
追
随
し
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

そ
う
ば
か
り
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
現
代
の
我
ら
を
ど
う
し
て
く
れ
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
現
代
と
い
う
な
か
に
、
濁
世 

と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
『
正
像
末
和
讃
』
は

「
正
像
末
」
と
い
う
時
代
を
、
問
題
に
し
て
い
る
の 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
さ
し
く
、
我
々
に
響
い
て
く
る
と
こ
ろ
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

さ
っ
き
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
で
は
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う
」
と
、
言
っ
て
い
る
の
で
あ 

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々

は

「
親
鸞
逝
き
て
七
百
年 

真
宗
教
徒
よ
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
真
宗
学
の
問
題
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
真
宗
学
の
問
題
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
達
に
と
っ
て
は
相
当
に
厳
し
い 

問
題
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
以
来
宗
門
に
お
け
る
こ
う
し
た
問
題
も
あ
り
ま
し
て
ね
、
あ
あ
い
う
よ
う
な
と
き
に
お
い
て
「親
鸞
の
教
徒
よ 

悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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と
も
あ
れ
、

も
う
ひ
と
つ
問
題
と
な
り
ま
す
こ
と
は
、
「
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
か
ぎ
り
に
は
、

如
来
の
遺
弟
で
な
く
て
は 

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
も
う
釈
迦
の
教
え
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
悲
し
ま
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
 

僧
侶
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
宗
教
家
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
仏
教
徒
で
あ
る
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
宗
教
を
求
め
る
、

一
般
に
頼
り
を
求
め
る
よ
う
な
人
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う 

か
ど
う
か
。
そ
れ
を
問
題
に
し
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
「
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
 

私
達
は
、
親
鸞
に
つ
い
て
さ
び
し
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
と
も
と
真
宗
教
徒
で
あ
る
と
か' 

あ
る
い
は
宗
教
家
で
あ
る
と
か
と 

い
う
因
縁
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
人
は
何
で
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば 

私
は
、
お
寺
で
の
和
讃
の
あ
と
で
五
十
八
首
を
拝
読
し
て
涙
を
流
す
こ
と
で
も
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
人
の
特
殊
な
感
情
で
あ
っ
て
、
他
の 

人
に
は
何
で
も
な
い
こ
と
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
ヽ
と
思
う
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

仏
法
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
の
道
を
求
め
よ
う
と 

い
う
こ
と
に
対
し
て
五
濁
悪
世
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
劫
濁
、
 

見
濁
、
煩
悩
濁
、
衆
生
濁
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
、
こ

の

『
正
像
末
和
讃
』
が
も
っ
と
も
詳
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
読
み
ま
す
と
「
念
仏 

信
ず
る
ひ
と
を
み
て
疑
謗
破
滅
さ
か
り
」
で
あ
る
、
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
念
仏
信
じ
る
人
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
の
宗
教
を
求
め
よ 

う
と
思
う
の
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
つ
ま
ら
ん
こ
と
で
あ
る
と
。

一
般
的
に
道
を
求
め
、
宗
教
感
情
を
も
ち
た
い
と
思
う
人
に
対 

し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
末
法
五
濁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
お
お
い
に
困
っ
た
こ
と
で
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
な 

い
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く'

そ
れ
は
問
題
に
し
て
お
き
ま
し
て
、
「
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
「
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ 

と
を
、
人
に
向
か
っ
て
言
う
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
自
身
も
そ
こ
に
悲
泣
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
ふ 

う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
っ
て
も
果
て
し
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
こ
こ
で
そ
う 

い
う
こ
と
を
言
う
て
る
間
に
、
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
と
釈
迦
の
教
え
と
い
う
も
の
と
区
別
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
釈
迦
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教
よ
り
弥
陀
教
へ
と
い
う
推
移
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
釈
迦
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
原
始
仏
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
無
論
釈
迦
の
教
え 

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
釈
迦
は
聖
者
で
し
ょ
う
ね
。
釈
迦
と
名
づ
く
聖
者
。
大
聖
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
仏
陀
と 

い
う
こ
と
は
聖
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
乗
経
典
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
こ
れ
は
も
う
聖
者
じ
ゃ
な
く
て
、
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
慈 

悲
と
を
も
つ
も
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

つ
ま
り
仏
陀
は
釈
迦
の
本
当
の
精
神
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
陀
は
釈
迦
の
本
当
の
精
神 

界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
大
乗
教
で
表
わ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
釈
迦
以
上
の
仏
陀
と
い
え
ど
も
、
結
局
は
釈
迦
な
の
で
あ
り
ま 

す
。

だ
か
ら
弥
陀
と
い
う
も
の
は
初
め
の
『
法
華
経
』
あ
た
り
で
は
久
遠
の
釈
迦
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
法
華
経
』
を
読
ん
で
み
る 

と
い
う
と
、
天
台
宗
の
方
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
久
遠
の
釈
迦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
生
け
る
釈
迦
は
応
身
の
釈
迦
で
あ
っ
て
、
真
実
の
釈 

迦
は
滅
び
な
い
。
大
釈
迦
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
真
実
の
釈
迦
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
そ
の
真
実
の
釈
迦
は
滅
び
な
い
と
い
う
、
 

そ
の
滅
び
な
い
釈
迦
を
阿
弥
陀
と
い
う
。
阿
弥
陀
と
は
釈
迦
の
本
地
で
あ
る
。
釈
迦
と
い
う
は
阿
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す 

か
ら
、
弥
陀
信
仰
と
い
う
の
も
結
局
釈
迦
の
名
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
で 

す
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
釈
迦
教
な
ん
で
す
。
釈
迦
と
い
う
の
が
魅
力
が
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
釈
迦
の 

普
遍
の
精
神
が
阿
弥
陀
と
い
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
な
ん
の
ヵ
も
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
仏
教
が
仏
教
で 

あ
る
限
り
、
ど
こ
ま
で
も
釈
迦
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
善
導
大
師
も
結
局
因 

位
釈
迦
で
し
ょ
う
。
釈
尊
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
も
釈
迦
、
弥
陀
の
順
序
で
、
釈
迦
、
弥
陀 

の
順
序
で
も
の
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
も

「
釈
迦
如
来
こ
の
世
に
出
で
ま
し
て
」

そ

し
て

「
阿
弥
陀
如
来
は
こ
の
世 

に
ま
し
て
」
と
、
ま
ず
釈
迦
の
発
遣
が
あ
り
そ
し
て
弥
陀
の
召
喚
が
あ
る
と
。
そ
れ
が
宗
祖
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
弥
陀
、
釈
迦
の
順 

序
に
な
っ
て
お
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
で

も

「
弥
陀
誓
い
を
超
発
し
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

釈
迦' 

弥
陀
の
順
序
で
あ
る
こ
と
が
、
弥
陀
、
釈
迦
の
順
序
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は'
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釈
迦
と
い
う
も
の
に
支
え
ら
れ
る
も
の
は
な
く
な
っ
た
、

つ
ま
り
釈
迦
の
名
が
魅
力
を
失
っ
て
し
も
う
た
。
だ
か
ら
釈
迦
の
名
が
魅
力
を 

失
う
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
仏
教
が
仏
教
を
超
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
仏
教
が
仏
教
を
超
え
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
仏
教
は
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
と
か
釈
迦
の
精 

神
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
限
り
に
お
い
て
は
釈
迦
に
支
配
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
本
当
に
釈
迦
は
弥
陀
の
化 

身
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
釈
迦
を
介
し
て
で
は
な
く
て
、
直
接
に
、
我
人
が
弥
陀
に
接
す
る
道
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ 

の
直
接
に
弥
陀
に
接
す
る
道
を
教
え
た
者
が
釈
迦
で
あ
る
と
。
釈
迦
と
い
う
の
は
ど
こ
で
我
々
の
前
に
出
て
く
る
か
と
い
え
ば
弥
陀
を
教 

え
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
弥
陀
の
本
願
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
釈
迦
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
釈 

迦
の
精
神
に
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
釈
迦
は
た
だ
弥
陀
の
本
願
を
我
ら
に
語
り
、
我
ら
に
教
え
る
と
こ
ろ
の
、
い 

わ
ば
大
神
力
と
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
釈
迦
に
あ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ 

か
ら
し
て
、
「釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
。
「像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
釈 

迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
」
と
。

そ
の
遺
教
と
い
う
こ
と
は
、

な
に
も
原
始
仏
教
的
な
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
 

『
華
厳
経
』
も

『
法
華
経
』
も
す
べ
て
み
な
遺
教
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
釈
迦
の
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も' 

も
し
本
当
に
釈
迦
の
精 

神
で
あ
る
な
ら
ば
、
釈
迦
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
も
釈
迦
の
精
神
は
滅
び
な
い
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
阿 

弥
陀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
何
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 

何
か
我
が
考
え
な
き
ゃ 

な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

私
が
ど
う
し
て
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
と
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。
藤
岡
作
太
郎
と
い
う
国
語
の
先
生
か
ら
文
法
を
習
っ
た
も
の 

で
あ
り
ま
す
。
よ
く
叱
ら
れ
た
も
の
で
、
私
は
文
法
と
い
う
の
が
苦
手
で
し
て
、
下
二
段
と
か
、
上
一 

ー
段
と
か
言
わ
れ
て
も
な
ん
の
こ
と 

か
わ
か
ら
な
い
。
あ
て
ら
れ
て
み
て
も
、
あ
ま
り
明
答
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ま
た
あ
て
ら
れ
る
。
そ
れ
で
先
生
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な 

い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
藤
岡
先
生
の
作
ら
れ
た
校
歌
、
そ
の
校
歌
の
五
つ
だ
け
覚
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
覚
え
て
い
る
も
の
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に
、
た
だ
一
句
だ
け
、

「
祖
師
の
余
韻
に
生
き
ん
よ
り
六
字
の
御
名
の
も
と
に
死
ね
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。

ど
う
し
て
あ
の
言
葉
だ
け 

憶
え
て
い
る
の
か
。
祖
師
の
遺
光
で
、
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
光
の
も
と
に
親
鸞
聖
人
は
偉
い
ん
だ
と
言
っ
て
、
そ
し
て
聖
人
の
ご
遺
光
に
よ 

っ
て
聖
人
の
名
に
お
い
て
食
う
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
で
、
本
当
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
も
と
に
死
ぬ
、
と
い
う
の
が
本 

当
の
真
宗
の
教
え
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
我
々
が
親
鸞
、
親
鸞
と
言
っ
て
い
る
中
に
は
、
親
鸞
の
名
に
お
い
て
生
き
て
い
こ
う
と
い 

う
風
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

け
れ
ど
も
そ
う
い
う
祖
師
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
祖
師
は
も
う
逝
っ
て
七
世
紀
も
経
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
い 

ま
さ
ら
親
鸞
を
売
り
物
に
し
て
は
い
け
な
い
。
売
り
物
に
し
て
と
い
う
の
は
少
し
ひ
ど
い
か
も
し
れ
ん
け
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る 

で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
も
っ
と
純
粋
に
言
え
ば
、

祖
師
に
対
す
る
感
情
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
な
く
て
、
 

も
う
少
し
そ
れ
を
離
れ 

る
。
祖
師
に
対
す
る
感
情
も
老
人
で
あ
る
私
達
に
は
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
け
ど
も
、
今
の
青
年
で
あ
る
あ
な
た
た
ち
に
わ
か
る
か
ど
う 

か
。
祖
師
に
対
す
る
感
情
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
東
大
谷
の
お
墓
に
参
り
し
ま
し
て
、
そ
こ
で
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
と
、
 

な
つ
か
し
い
親
鸞
に
お
出
遇
い
を
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
生
ま
れ
た
日
の
報
恩
講
に
、
今
年
も
遇
う
た
と
思
う
。
こ
れ
は
な
ん
と 

言
っ
て
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
情
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
感
情
ま
て
捨
て
て
し
ま
え
と
い
え
ば
、
私
は
ほ
と
ん
ど
何
も
な
く 

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祖
師
の
感
化
を
受
け
た
我
々
の
祖
先
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
と
り
の
そ
う
い
う
生
い
立
ち
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ 

の
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
祖
師
に
対
す
る
感
情
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
り
ま
し 

よ
う
。

だ
が
、
そ
の
感
情
に
生
き
て
お
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
感
情
を
頼
り
に
し
て
い
た
の
で
は
ま
た
幻
滅
を
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
昨
年
以
来
の
宗
門
の
問
題
を
考
え
ま
し
て
も
、
何
か
そ
こ
に
幻
滅
を
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
六 

字
の
名
の
も
と
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
仏
教
徒
と
し
て
は
「
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
」
で
、
も 

う
お
釈
迦
さ
ま
、
お
釈
迦
さ
ま
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
大
乗
仏
教
は
釈
迦
の
精
神
で
あ
る
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
ど
う
に
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も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
弥
陀
の
本
願
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
弥
陀
の
本
願
と
い
う
も
の
を
説
く
だ
け
の 

意
味
に
お
い
て
、
釈
迦
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
我
・
は
釈
迦
に
救
わ
れ
る
の
で
な
く
て
、
釈
迦
の 

教
え
に
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
迦
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
釈
迦
の
人
柄
と
か' 

釈
迦
の
人
格
を
慕
う
と
か
、
そ
う
い
う
も
の 

の
こ
と
で
な
い
。
そ
こ
に
放
た
れ
た
る
、
よ
り
開
か
れ
た
る
道
と
い
う
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
「悲
泣
せ
よ
」 

の
一
句
か
ら' 

本
当
に
泣
い
て
悲
し
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の 

で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
『
正
像
末
和
讃
』
を
読
ん
で
、
そ
の
気
持
ち
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

一
首
一
首
の
説
明
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 

ま
ず
正
像 

末
を' 

三
時
の
こ
と
を
超
え
て
、

そ
し
て
五
濁
悪
世
の
と
こ
ろ
、
「
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の 

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き 

大
菩
提
心 

お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
」

「像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て 

釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む 

弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念 

仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
結
局
、
親
鸞
に
言
わ
せ
れ
ば
比
叡
山
時
代
の
修
行
と
い
う
の
が' 

思
わ
れ 

る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
先
輩
は
い
ろ
い
ろ
に
分
け
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
読
み
ま
す
と' 

第
十
七
首
ま
で
「像
末
五
濁
の
世
と
な 

り
て
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
釈
迦
の
教
え
が
間 

に
合
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
悲
し
み
を
通
し
て
、
そ
の
廃
虚
の
上
に
殿
堂
が
建
っ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
寺
が
焼
け
て
何
も
な
く 

な
っ
て
礎
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
礎
の
残
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
そ
こ
に
新
た
な
る
殿
堂
が
建
つ
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
我
々
が
祖
師
の
生 

誕
を
祝
う
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
新
た
な
る
生
誕
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
滅
び
る
も
の
は
滅
び
て' 

そ
し
て
そ
こ
に
出
て
き
た
も
の
が
、
 

弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
に
お
い
て
の
み
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、

そ
し
て
第
十
八
首
目
に
い
っ
て
、

転
換
し
て
、
「
超
世
無
上
に
摂
取
し
選
択
五
劫
思
惟
し
て
光
明
・
 

寿
命
の
誓
願
を 

大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り
」

「浄
土
の
大
菩
提
心
は 

願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む
」
と
。

そ
こ

に
「浄
土
の
思
慕
」
と 

い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の

「浄
土
の
思
慕
」
の
感
情
が
あ
っ
て
、
悲
喜
の
交
流
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
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ず
悲
喜
の
交
流
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
浄
土
の
大
菩
提
心
、
我
々
が
浄
土
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
、
そ 

の
浄
土
を
願
う
心
と
い
う
の
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
転
し
て
説
き
表
そ
う
と
す
る
の
が
『
正
像
末
和
讃
』
で
あ
る
と 

言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
特

に

「浄
土
の
思
慕
」
あ
る
い
は
「浄
土
の
大
菩
提
心
」
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
へ
移
る 

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
特
に
こ
の
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
お
る
こ
と
と
し
て
心
を
と
ど
め
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で 

あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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