
法

蔵

菩

薩

曾
我
量
深
先
生
の
生
涯
を
貫
く
も
の-

伊 

東 

慧 

明 

お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
曾
我
量
深
先
生
の
二
十
三
回
忌
ご
法
要
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
お
話
す
る
よ 

う
に
と
い
う
こ
と
で
、

い
ま
こ
の
壇
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
壇
上
正
面
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
肖
像
画
、

こ
れ
は
大
谷
大
学
の
学
長
の
頃
の
も
の
で
、
お
描
き
く
だ
さ
っ
た
の
は
高
光
一
也
画
伯 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
松
原
祐
善
先
生
を
中
心
に
全
国
の
有
志
の
方
々
か
ら
ご
懇
志
を
い
た
だ
い
て
寄
贈
い
た
し
ま
し
た
。
 

先
生
は
、
 

昭

和

三

十

六

年(

一
九
六
こ
八
十
七
歳
の
と
き
学
長
に
ご
就
任
く
だ
さ
り' 

そ
れ
か
ら
二
期
六
年
、
 

九
十
三
歳
ま
で
お
勤
め 

く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
の
大
学
は
内
外
騒
然
と
し
て
お
り
ま
し
て
、
先
生
に
は
大
変
ご
苦
労
を
お
か
け
申
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
画
は
、
学
長
ご
就
任
の
お
祝
い
に
と
い
う
こ
と
で
発
起
さ
れ
ま
し
た
が
、
ハ

十

八

歳

・
米
寿
の
記
念
祝
賀
会
の
時
に
は 

た
し
か
ま
だ
完
成
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
す
ぐ
後
に
は
満
九
十
歳
の
頌
寿
記
念
の
お
祝
い
が
続
き
ま
す
。

そ
こ
で
結
局
、
そ
れ
ら 

の
お
祝
い
の
記
念
と
し
て
お
贈
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
、

い
ま
往
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
あ
れ
か
ら
も 

う
三
十
年
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
久
々
に
肖
像
画
の
先
生
に
お
会
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
懐
か
し
く
、

一
言
申
し
あ
げ
さ
せ
て

①

い
た
だ
き
ま
し
た
。

76



さ
て
、
た
だ

い

ま
は

寺

川

俊

昭

先

生

か

ら

「
曾
我
量
深
先
生
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
の
探
究
」
と
い
う
ご
講
題
で
懇
ろ
な
お
話
を
承
り
ま 

し
た
。
私

の

講

題

も

ま

た

「
法
蔵
菩
薩
」

で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
寺
川
先
生
と
予
め
ご
相
談
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鸞
音
忌
実
行 

委
員
会
の
み
な
さ
ん
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
も
の
で
、
偶
々
一
緒
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

曾
我
量
深
先
生
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
有
縁
の
先
輩
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
は
、
再
三 

お
断
り
申
し
ま
し
た
。

し
か
し
結
局
、
私
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
今
年
の
一
月
、
私
の
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
先
生
の 

小
伝
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

そ

れ

は

『
浄
土
仏
教
の
思
想
』

の
第
十
五
巻
に
、
 

鈴
木
大
拙' 

曾 

我
量
深
、
金
子
大
榮
の
三
先
生
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
曾
我
先
生
を
私
が
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
 

そ
こ
で
、
そ

も

そ

も

「
曾
我
量
深
」
先
生
は
ど
う
い
う
お
人
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
先
生
は

、
如
来
の
大
悲
に
生
き
る
原
始
の
本
能
人 

で
あ
る
、
か
つ
ま
た
先
生
は
、
如
来
の
智
慧
を
体
現
す
る
真
智
の
自
然
人
で
あ
る
。

そ
う

い
う
こ

と
で

私

は

そ

の

小

伝

に

「真
智
の
自
然 

人
」

と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が' 

出
講
依
頼
の
た
め
に
来
ら
れ
た
実
行
委
員
会
の
学
生
さ
ん 

が
、

「
真
智
の
自
然
人
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
お
尋
ね
に
な
り
ま
し
た
。

そ

れ

で

私

は

「
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
お 

答
え
し
ま
し
た
。

そ
う
い
う
い
き

さ
つ
も

あ
り
ま
し
て

講
題
は

「
法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 

さ
き
ほ
ど
の
寺
川
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
曾
我
先
生
の
『
法
蔵
菩
薩
』
(

『
選
』

ー
ニ)

で
す
が
、
こ
れ
は
当
時' 

真
宗
大
谷
派
教 

学
研
究
所
東
京
分
室
で
、
年
に
二
回
ほ
ど
先
生
を
お
招
き
し
て' 

教
学
講
座
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
八
十
八
歳
・
米
寿
の
時
に 

は
、

東
京
の
み
な
さ
ん
が
主
催
さ
れ
て
、

「
法
蔵
菩
薩
」
と
い
う
講
題
で
お
話
し
く
だ
さ
い
と
お
願
い
さ
れ
ま
し
て
、

東
京
大
谷
会
館
で 

記
念
の
講
演
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
、
そ
の
時
の
筆
録
で
あ
り
ま
す
。

そ

こ

で

ま

ず

そ

の

『
法
蔵
菩
薩
』

を
拝
読
い
た
し
ま
し
て
、
心
に
残
る
お
言
葉
の
い
く
つ
か
を
綴
っ
て
申
し
あ
げ
ま
す
。
 

法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

阿
頼
耶
識
は' 

中
国
の
言
葉
に
翻
訳
し
て
蔵
識
と
い
う
。
蔵
識
と
は
法
蔵
識
で
あ
る
。

一
切
万
法
の
蔵
で
あ
る
。

77



阿
頼
耶
識
は
、
ほ
ん
と
う
の
わ
れ
で
あ
る
、
純
粋
の
わ
れ
で
あ
る
、
真
の
我
、
真
我
で
あ
る
。
 

私
ど
も
は' 

み
な
一
つ
の
阿
頼
耶
識
で
あ
る
、 

一
人
一
人
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

曾
て

、
あ

る

学

生

さ

ん

が

「
阿
頼
耶
識
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
お
尋
ね
し
た
ら
、
先
生
は

、
そ
の
学
生
さ
ん
の
肩
を
叩
い
て
、
「
あ 

な
た
、
あ
な
た
が
阿
頼
耶
識
で
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
先
生
は
、
そ
う
い
う
教
え
方
、
そ
う
い
う
説
き
方
も
な
さ
っ
た
。
 

阿
頼
耶
識
す
な
わ
ち
真
の
我
は
、
純
粋
な
自
己
で
あ
る
。

こ
の
純
粋
な
自
己
は' 

相
対
有
限
で
あ
る
。
絶
対
無
限
の
如
来
に
対
応
し 

て
自
己
は
相
対
有
限
で
あ
る
。

「清
沢
満
之
先
生
が
〃
自
己
と
は
何
ぞ
や
”
と
言
わ
れ
る
が
、
あ
の
自
己
で
あ
る
。
 

こ

の

「
阿
頼
耶
識
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
」
と
い
う
ご
己
証
に
つ
い
て
、
金

子

大

榮

先

生

は

「先
生
の
教
説
を
聞
く
者
に
と
っ
て
は
否
認 

す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
追
随
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
先
生
独
自
の
唯
識
教
学
が
あ
る
」
、
 

こ
れ
は
全
く
独
得
の
も
の' 

古
今
独
歩
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と

言

っ

て

お

ら

れ

ま

す(
『
選
・
月
』1

、
取
意) 

こ
れ
に
関
し
ま
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
論
著
は
、
あ

の

問

題

の

「如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」(

『
選
』
五)

で 

あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
大
正
十
五
年(

一
九
二
六)

に
当
時
の
真
宗
学
研
究
所
で
お
話
さ
れ
た
も
の
の
速
記
録
で
す
が
、
昭
和
の
初
め
こ
れ
が 

出
版
さ
れ
ま
す
と
——

、

こ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
東
本
願
寺
の
侍
董
寮
か
ら
、
そ
の
内
容
が
宗
義
に
反
す
る 

と
さ
れ
て
大
学
を
辞
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

実

は

こ

れ

に

先

立

っ

て

先

生

は

「
法
蔵
菩
薩
影
現
の
歴
程
と
し
て
の
三
願
」

と

い

う

論

文(

大
正
七
年
。
『
選
』
三)

で' 

法
蔵
菩
薩
と
阿 

頼
耶
識
の
関
係
を
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

つ

ま

り

『
大
無
量
寿
経
』

の
四
十
八
願
に
お

い
て

法

蔵

菩

薩
は

「
十
方
衆
生
よ
」
と
三
度
呼
び 

か
け
ら
れ
た
。

そ
の
十
八
、
十
九
、
 

二
十
の
三
願
と
阿
頼
耶
識
の
三
位
と
は
深
い
関
係
を
有
っ
も
の
で
あ
る
。

阿
頼
耶
識
の
三
位
は
根
本
識
の
自
覚
の
道
程
を
示
し
、
法
蔵
菩
薩
の
上
の
三
願
は
現
実
自
我
影
現
の
三
位
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

②

空
想
的
人
生
か
ら
真
実
人
生
を
創
建
す
る
も
の
で
あ
る
。

十
八
、
十
九
、
二
十
の
三
願
は
法
蔵
菩
薩
影
現
の
過
程
に
し
て' 

す
な
わ
ち
我
等
人
間
の
救
済
の
歴
史
で
あ
り' 

自
覚
の
歴
程
で
あ
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る
。

そ
し
て
先
生
は
こ
れ
に
続
く
論
文
、

「
五
劫
の
思
惟
を
背
景
と
し
て
」
、

「復
活
教
と
往
生
教
」(

以

上

『
選
』
三)

、

「如

来

、

我
を
救
ふ 

や
」(

『
選
』
四)

な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
思
索
の
内
景
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
い
う 

眼
を
も
っ
て
先
生
の
論
著
を
拝
読
い
た
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
感
得
な
さ
っ
た
原
体
験
は
す
で
に
早
く
、
そ
の
思
想
の
源
流
は
、
大
正
後
期 

の
東
京
時
代
か
ら
初
期
の
越
後
時
代
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
明
治
期
の
東
京
時
代
へ
と
遡
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
三
願
と
三
位
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て' 

金
子
先
生
宛
の
お
手
紙
に
——

。

こ

の

手

紙

は

『
両
眼
人
』

と
い
う
書
簡
集
に 

収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

曾
我
先
生
か
ら
金
子
先
生
宛
の
二
百
十
一
通
も
の
封
書
や
葉
書
を
、
金
子
先
生
が
大
切
に
保
管
し
て
い
て
く
だ 

さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
廣
瀬
杲
先
生
が
、
大
谷
大
学
の
真
宗
総
合
研
究
所
の
ご
協
力
の
も
と
に
編
集
し
て' 

一
冊
の
単
行
本
と
し
て
出
版 

し
て̂

だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
金
子
先
生
へ
の
お
手
紙
で
す
か
ら
、

こ

れ

を

論

集,

選
集
な
ど
と
合
せ
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
曾
我
先
生
の
思
想
や 

お
人
柄
、
あ
る
い
は
日
常
の
ご
生
活
ま
で
窺
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る'

ま
こ
と
に
貴
重
な
資
料
で
あ
り
ま
す
。

い
や
、
単
な
る 

資
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
先
生
を
敬
慕
い
た
し
ま
す
者
に
と
っ
て
は
、
書
簡
形
式
の
尊
い
聖
語
集
で
あ
り
ま
す
。
 

そ

の

大

正

十

年(

一
九
ニ
ー)

の
お
手
紙
に' 

次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

私

は

頼

耶

考

察

に

付
て

そ

の

畐

と

云

ふ

こ

と

が

根

本
で

あ

る
と

思
ふ

何

故

に

古

来

の
学

者
が

そ
れ

を

考

へ
な

か

っ

た
こ

と

を

疑 

ふ 

私
は
已
に
数
年
前
に
此
を
法
蔵
菩
薩
の
三
願
に
配
し
て

考
へ
ま
し
た(

注
。
「
法
蔵
菩
薩
影
現
の
歴
程
と
し
て
の
三
願)

此
を
心
理 

的
自
然
的
論
理
的
と
命
名
し
て
置
き
ま
す
先
づ
本
願
の
問
題
は
や
は
り
こ
ん
な
所
か
ら
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す 

さ
て
、
そ

の

「如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」

に
お
き
ま
し
て
は
、
第

十

八

願

の

「
至

心

・

信

楽

・
欲
生
」

の
三
心
と
、
阿
頼 

耶

識

の

「
自

相

・
果

相

，
因
相
」

の
三
相
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て'

法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
お
示
し
く
だ 

さ
っ
て
あ
り
ま
す
。
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法
蔵
菩
薩
と
は
第
八
阿
頼
耶
識
の
内
容
で
あ
る
、
と
同
時
に
、
阿
頼
耶
識
が
法
蔵
菩
薩
の
内
容
で
あ
る
。
だ
か
ら
吾
々
は
阿
頼
耶
識 

と
し
て
法
蔵
菩
薩
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
阿
頼
耶
識
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

随

っ

て

「
法
蔵
菩
薩
は
純
真
な
る
宗
教
的
体
験
で
あ
る
」
。

そ
の
法
蔵
菩
薩
が
、

至
心
信
楽 

欲
生
の
三
心
の
誓
い
を
発
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
心
を
阿
頼
耶
の
三
相
の
上
に
求
め
る
と
、

自

相
(

阿
頼
耶
識)

—
!

信
楽

果

相
(

異

熟

識
)

——

至
心

因

相
(

種

子
 

識)

—
!

欲
生

と
配
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
三
相
に
お
い
て
は
自
相
が
根
本
で
あ
る
。
自
相
と
は
自
我
の
相' 

自
我
意
識
の
相
、 

自
覚
の
相
、
 

『
唯
識
論
』

の
言
葉
に
よ
っ
て
云
え
ば
、
自
の
体
相
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
相
す
な
わ
ち
信
楽
は
、
宗
教
的
体
験
の
自
相
で
あ 

る
、
 

体
験
と
し
て
の
根
本
意
識
自
体
た
る
法
蔵
菩
薩
の
自
体
相' 

法
蔵
菩
薩
の
自
我
相' 

自
覚
相
で
あ
る
。

そ
し
て
果
相
す
な
わ
ち 

至
心
は
、
宗
教
的
体
験
の
果
相
で
あ
り
、
因
相
す
な
わ
ち
欲
生
は
、
宗
教
的
体
験
の
因
相
で
あ
る
。

こ

れ

は

『
如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
』

の
ご
く
概
略
で
あ
り
ま
す
が' 

先
生
独
自
の
思
想
を
了
解
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に 

は
反
復
し
て
精
読
す
べ
き
大
切
な
論
著
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

さ

て

米

寿

記

念

の

『
法
蔵
菩
薩
』

に
お
き
ま
し
て
、
阿
頼
耶
識
は
真
の
我
で
あ
り
、
純
粋
な
自
己
で
あ
る
、
清
沢
先
生
が
自
己
と
は
何 

ぞ

や

と

言

わ

れ

る

「あ
の
自
己
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
ま
た
満
九
十
歳
の
頌
寿
記
念
の
講
演' 

「如
来
あ
っ
て
の 

信
か
、
信
あ
っ
て
の
如
来
か
」
と
い
う
こ
の
テ
ー
マ
は
、
清
沢
先
生
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
お
述
べ
に
な
り' 

こ
の
筆
録
が 

出
版
さ
れ
る
に
際
し
て
先
生
は
、
清
沢
先
生
の
問
い

に

対
す

る

自
ら

の

答
え

を

「我
如
来
を
信
ず
る
が
故
に
如
来
在
ま
す
也
」
と
表
明
さ 

れ
ま
し.
た
が
、

こ

の

講

演

の

始

め

に

「
一
日
で
も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
わ
が
清
沢
満
之
先
生
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
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九
十
五
歳
の
時
、

名

古

屋

の

「清
沢
満
之
先
生
に
学
ぶ
会
」

で
先
生
は
、

「
他
力
の
救
済
」

と
い
う
講
題
で
三
日
間
お
話
し
さ
れ
ま
し 

た
。

そ
こ
で
先
生
は
、

明
治
時
代
の
仏
教
界
、

こ
と
に
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
西
本
願
寺
で
は
島
地
黙
雷
和
上
、
赤
松
連
城
師
、
前
田
慧
雲
先
生
、
東
本
願 

寺
で
は
南
条
文
雄
先
生
、
村
上
専
精
先
生
、
井
上
円
了
先
生
な
ど
の
尊
敬
す
べ
き
先
覚
者
た
ち
、
そ
し
て
清
沢
満
之
先
生
。
ど
の
先 

生
の
お
徳
も
功
績
も
広
大
で
あ
る
が
、
そ
の
お
仕
事
を
建
築
に
た
と
え
れ
ば
、
他
の
お
方
が
お
骨
折
り
く
だ
さ
っ
た
の
は
主
と
し
て 

上
層
建
築' 

そ
れ
に
対
し
て
清
沢
先
生
は
、
上
層
建
築
よ
り
も
専
ら
基
礎
工
事
。
仏
教
、
特
に
浄
土
真
宗
の
お
み
の
り
に
つ
い
て
の 

基
礎
工
事
の
た
め
に
一
生
涯
を

捧
げ
ら
れ

た
の
が

「
わ
が
清
沢
満
之
先
生
」

で
あ
る
。

基
礎
工
事
と
い
う
の
は'

『
大
無
量
寿
経
』

で
い
え
ば
、

因
位
法
蔵
菩
薩
の
お
仕
事
で
あ
る
。

そ
の
法
蔵
菩
薩
の
お
仕
事
を
一
身
に 

引
き
受
け
て
、
本
願
他
力
の
お
み
の
り
の
た
め
に
一
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た
お
方
は
清
沢
先
生
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ 

う
。(
『
他
力
の
救
済
』)

そ
う
し
ま
す
と
、
清
沢
先
生
は
、
法
蔵
菩
薩
の
お
仕
事
を
引
き
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 

法
蔵
菩
薩
を
念
ず
る
時
、
念
ず
る
人
も
法
蔵
菩
薩
。
昔
の
法
蔵
菩
薩
を
今
の
身
の
上
に
感
ず
る
。(
「
還
相
廻
向
」
。
『
講
義
集
』
二) 

と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
清
沢
先
生
と
の
お
出
会
い
は
さ
き
ほ
ど
寺
川
先
生
は
悪
戦
苦
闘
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
世
間
で
の 

人
と
人
と
の
、
あ
る
い
は
師
と
弟
子
と
の
い
わ
ゆ
る
出
会
い
と
は
異
な
る
極
め
て
稀
な
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。

そ

れ

を

先

生

は

「
疑
謗 

の
逆
縁
」(

「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
。
『
選
』
二)

と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り 

の
経
緯
を
辿
り
な
が
ら
先
生
の
お
心
の
歩
み
を
尋
ね
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

す

で

に

先

生

は

二

十

六

歳

の

時(

明
治
三
十
三
年
、

一
九
〇
〇)

、

「弥
陀
及
び
名
号
の
観
念
」(

『
選
』

一)

に

「
清
沢
満
之
氏
を
初
」

と
す 

る

「
無
限
他
力
説
の
論
者
、
乞

ふ

少

し

く

省

る

所

あ

れ

」
、

と
述
べ
、

そ

の

二

年

後

に

は

「
明
治
三
十
四
年
に
感
謝
す
」
な
ど
の
五
篇

81



(

『
選
』

ー)

、
お

よ

び

「
頑
迷
な
る
信
仰
論
」
、

「
旧
信
仰
者
の
叫
」(

『
燈
』
七
—2

。
『
論
稿
集
』)

な
ど
に
よ
っ
て
、

浩
々
洞
の
精
神
主
義
を 

批
判
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
清
沢
先
生
は
、
「
精
神
主
義
と
三
世
」(

『
界
』
二
— 2

。
『
論
稿
集
』)

を
書
い
て
お
答
え
に
な
り
ま
し
た
が' 

そ
れ
を
読
ん 

で
も
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
「
然
し
」
と
こ
こ
で
先
生
の
眼
は
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
の
は
相
手
の
所
為 

で
は
な
い
、

つ

ま

り

「如
来
は
我
等
に
心
霊
的
鍛
錬
を
な
さ
し
め
ん
が
為
に
、
猶
暫
ら
く
是
疑
問
を
解
釈
せ
し
め
玉
は
ず
と
覚
ゆ
」(

「
旧 

信
仰
者
の
叫
」)

と
述
べ
て
疑
問
を
撤
回
し
、

清
沢
満
之
そ
の
人
を
、

精
神
主
義
そ
の
も
の
を
み
つ
め
な
が
ら
沈
思
内
観
の
生
活
に
入
ら
れ 

ま
す
。

そ
し
て
そ
の
翌
年
、
明

治

三

十

六

年(

一
九
〇
三)

、
先
生
は
二
十
九
歳
で
す
が
、

時
機
純
熟
し
て' 

三
月
十
八
日
に
浩
々
洞
に
入
ら
れ 

ま
す
。

し
か
し
そ
の
時
、
清
沢
先
生
は
す
で
に
郷
里
、
大
浜
の
西
方
寺
へ
お
帰
り
に
な
っ
て
い
て
洞
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
い
う
こ
と 

は
、
た
と
い
清
沢
先
生
が
ご
不
在
で
も
、
曾
我
先
生
に
と
っ
て
の
清
沢
先
生
は
常
に
浩
々
洞
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い 

う
な
に
か
が
お
あ
り
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
晩
年
の
先
生
は
、

「友
人
に
誘
わ
れ
ま
し
て
ね
」
と

私

に

は-

言
お
っ
し
ゃ
っ
た
だ 

け
で
し
た
。

こ
う
し
て
先
生
は
入
洞
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
や
私
は
先
生
の
主
観
主
義
に
転
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
、
そ
の
心
底
を
披
瀝
さ
れ
ま
す
の
は
、
そ

れ

か

ら

五

年

後(

明
治
四
十
一
年
六
月)

の

「
我
に
影
向
し
た
ま
へ
る
先
師
」(

『
選
』
二)

に
お 

い
て
で
あ
り
ま
す
。

云
何
な
る
宿
縁
に
ゃ
、
我
が
尺
十
方
の
如
来
は
遙
に
聖
子
清
沢
先
生
を
降
し
て
我
等
の
親
教
和
上
と
し
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
鳴 

呼
宿
善
は
茲
に
開
発
し
て
善
知
識
に
遭
ひ
奉
っ
た
。

清
沢
満
之
先
生
の
七
回
忌
法
要
と
記
念
講
演
会
が
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
で
す
が
、
そ

の

時

の

先

生

の

講

演

「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
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人
」

に
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
先
生
は
、
入

洞

の

前

年(

明
治
三
十
五
年)

す
で
に
清
沢
先
生
に
出
会
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
松
原
祐
善
先
生
も(
『
松
原
祐
善
講
義
集
』
二)

、

ま
た
他
の
方
々
も
ご
指
摘
の
こ
と
で
す
が
、

そ
の
二
月
二
十
四
日
、
東 

京
上
野
の
精
養
軒
で
催
さ
れ
た
京
浜
仏
教
徒
大
懇
話
会
で
の
こ
と
は
、
先
生
の
精
神
主
義
観
を
一
転
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。
面 

の
当
り
に
接
す
る
清
沢
先
生
の
お
言
葉
が
直
に
聞
え
て
ま
い
り
ま
す
。

「
我
々
が
精
神
主
義
を
唱
へ
て
、
諸
方
の
高
教
誠
に
感
謝
の
至
に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も' 

我
々
は
何
等
を
も
主
張
す
る
の 

で
な
く
、
唯
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
し
て
、
如
来
の
御
前
に
ひ
れ
ふ
す
ば
か
り
で
あ
る
、
要
は
慚
愧
の
表
白
に
外
な
ら
ぬ
」 

と
の
御
語
で
あ
っ
た
。

そ
の
森
厳
な
る
御
面
容
髪
髯
と
し
て
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
。

こ
れ
は
先
生
の
、
清
沢
先
生
と
の
お
出
会
い
の
表
白
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
す
で
に
先
生
の
身
に
は
感
得
が
あ
る
、
 

感
応
道
交
す
る 

も
の
が
あ
る
。
先
生
は
、
そ
の
身
の
感
に
動
か
さ
れ
促
さ
れ
て
入
洞
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

し
か
し
入
洞
は
直
ち
に
問
題
の
解 

決
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
 

真
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
信
と
疑
の
問
題
は
い
よ
い
よ
深
く
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま 

す
。

こ

の

頃

「
信
疑
論
——

無
始
の
疑
惑
と
無
終
の
疑
惑
——

」(

『
選
』
二)

、

「暴
風
駛
雨
」

三

六

「潜
在
の
信
、
潜
在
の
疑
」
他
(

『
選
』 

四)

な
ど
を
お
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
驚
く
べ
き
こ
と
は
そ
の
五
年
間
の
ご
生
活
で
あ
り
ま
す
。

さ
き
に
沈
思
内
観
の
生
活
と
申
し
ま
し
た
が
、
真
宗
大
学
に
お 

い
て
は
、
仏
教
学
に
お
け
る
唯
識
学
を
講
じ
、
真
宗
に
お
け
る
七
祖
教
系
論
を
説
き
、
そ

し

て

主

と

し

て

『
観
無
量
寿
経
』

に
関
す
る
論 

文
な
ど
を
お
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
入

洞

の

年

に

は

「
『
安
心
決
定
鈔
』

を
論
ず
」(

『
選
』

一)

を
発
表
し
、
そ
の
翌
年
は
一
年
に 

わ

た

っ

て

「
日
蓮
論
」(

『
選
』
二)

と
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か

ね

て

か

ら

先

生

は

「
宗
教
的
人
格
と
は
何
か
」
と
い
う
深
い
問
い
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
て' 

入
洞
の
年
、
清
沢
先
生
ご
示
寂
の
六 

月

に

は

「
宗
教
の
本
体
は
宗
教
的
人
格
に
在
り
」(
「
宗
教
的
人
格
論
」
。
『
選
』

ー)

と

論'
15
て
お
ら
れ
ま
す
。

で
は
こ
の
時' 

な
ぜ
日
蓮
論 

か
、
そ
の
あ
た
り
の
思
想
的
な
こ
と
は
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

「
日
蓮
論
」

ご

執

筆

の

明

治

三

十

七

年(

一
九
〇
四)

の
二
月
に
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は
日
露
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
安
田
理
深
先
生
が
、

「
赤
表
紙
——

つ
ま
り
仏
教
聖
典
、

不
変
の
真
理
と' 

新
聞!

!

つ
ま
り
そ
の
日
そ
の
日
の
現 

実

、
人
間
の
存
在
し
て
い
る
現
実
が
、
先
生
の
思
索
の
唯
一
の
資
料
で
あ
る
」(
『
説

・
月
』3

、
取
意)

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
う
に
、

先 

生
は
、
時
代
の
動
向
と
か
社
会
の
思
想
に
鋭
敏
で
あ
り
、
ま
た
人
の
心
の
機
微
に
深
く
通
ず
る
す
ぐ
れ
た
才
智
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
と
い 

う
こ
と
が
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
の
思
想
界
、
仏
教
界
に
は
、

田
中
智
学

の
日
蓮

論
や

高

山

樗

牛

の

「
日
蓮
聖
人
と
日
本
国
」
な
ど
の
主
張
が
あ
り
、
そ
の
法
華
経 

に
よ
る
日
蓮
主
義
を
注
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
宗
教
的
人
格
論
の
展
開
と
し
て
日
蓮
論
に
凝
集
し
て
い
っ
た 

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
日
蓮
論
は
ま
ず
、
日
蓮
と
親
鸞
を
問
題
と
し
て
、

「
上 

行
の
化
現
と
し
て
の
日
蓮
と
如
来
の
化
現
と
し
て
の
親
鸞
」 

を
テ
ー
マ
と
し
て
論
ず
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
先
生
に
お
け
る
日
蓮
論
の
究
明
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
大
切
な
課
題
の
一
つ
で 

あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
入
洞
後
の
五
年
を
過
さ
れ
、

「
我
に
影
向
し
た
ま
へ
る
先
師
」

の
告
白
に
至
り
、

そ
し
て
清
沢
先
生
の
七
回
忌
を
お 

迎
え
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ

か
ら

僅

か

二

年

の

後(

明
治
四
十
四
年
、

一
九
ー
ー)

、
真
宗
大
学
は
再
び
京
都
へ
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
先 

生
は
金
子
先
生
へ
の
お
便
り(

『
両
眼
人
』)

に
、

「
昨
日
は

遂
に
暴
悪
な

る
移
西
案(

九
月
実
行)

は
可
決
と
相
成
り
申
候 

此
に
て
母
校
は 

死
し
申
候 

此
に
付
き
私
共
も
永
く
御
暇
を
賜
は
る
こ
と
と
相
成
候
」
と
認
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
で
母
校
は
死
ん
だ
と
意
を
決
し 

て
、
そ
の
年
の
十
月
、
郷
里
の
越
後
へ
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
大
正
の
初
期
五
年
間
の
田
舎
寺
で
の
研
究
生
活
が
始 

ま
り
ま
す
。

し
か
し
昨
日
ま
で
は
東
京
の
大
学
の
教
授
、
そ
し
て
今
は
養
父
母
に
仕
え
る
役
僧
同
然
の
身
分
で
す
。
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雪
の
中
に
旧
き
生
活
を
営
め
る
流
人
に
は
新
年
の
感
な
し 

今
や

賀

状
を

受
け
て

忽

然

春

光

を

拝

す

感

謝

何

ぞ

堪

へ

ん 

小
弟
は 

大
兄
の
清
高
な
る
行
動
に
対
し
て
深
く
自
ら
慚
愧
す
る
も
の
に
候(

『
両
眼
人
』) 

こ
れ
は
金
子
先
生
か
ら
の
賀
状
に
対
す
る
一
月
三
日
付
の
お
返
事
で
す
。
ご
帰
郷
後
の
新
生
活
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
 

そ
の
後
間
も
な
く
浩
々
洞
の
暁
烏
敏
先
生
宛
に
帰
郷
報
告
の
便
り
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。

「自

分

は

昨

年

十

月

四

日

に

い

よ'

—
 

郷
里
北
越
の
一
野
僧
と
な
り
終
り
た
」
、

自
分
は
時

 々

全
く
往
来
杜
絶
せ
る
原
野
の
中
央
に
、
唯
一
人
蒙
々
た
る
大
吹
雪
と
戦
ひ
っ
つ
進
む
所
の
自
己
を
発
見
す
る
時
、
悲 

絶
の
感
に
打
た
る
ゝ
。
自
分
を
顧
み
れ
ば
全
身
多
く
雪
に
包
ま
れ
、
雪
を
吹
ひ
、
雪
を
吹
く
所
の
一
箇
の
怪
物
で
あ
る
。
此
時 

我 

は
宗
教
家
た
る
を
忘
れ' 

学
生
た
る
こ
と
を
忘
れ
、
 

国
家
社
会
を
忘
る
ゝ
。

而
し
て
遂
に
人
間
た
る
こ
と
も
忘
る
ゝ
。
自
分
は
此
時 

唯
一
箇
の
野
獣
に
過
ぎ
ぬ
。
此
時
は
如
来
も
忘
れ
る
、
祖
師
も
、
師
友
も
忘
れ
る
。
鳴
呼 

自
分
は
従
来 

口
に
は
愚
痴
と
云
ひ 

悪
人
と
云
ふ
と
雖
ど
も' 

心
に
は
槌
に
堂
々
た
る
宗
教
家
、

一
箇
深
玄
の
思
想
家
を
以
て
、
密
に
自
負
し
つ'

を
る
も
の
で
あ
る
。
 

口
に
は
一
肉
塊
と
卑
謙
し
つ\

、
心
に
は
如
来
に
依
り
て
活
き
つ
、
あ
る
と
自
任
し
つ
、
あ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
今 

大
吹
雪 

の
中
に
発
見
せ
ら
れ
た
る
自
己
は 

唯
一
箇
驚
く.
へ
き
物
力
に
過
ぎ
ぬ
。
自
分
は
年
三
十
八
歳'

始
め
て
、
自
ら
白
雪
を
呼
吸
す
る 

食
雪
鬼
な
る
に
驚
い
た
。(

「
食
雪
鬼
、
米
搗
男
、
新
兵
」
、
『
界
』

ニ
ー
——3)

先

生

は

「
雪
を
食
う
鬼
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
鬼
は
鬼
で
も
食
肉
鬼
で
は
な
い
、
白
雪
を
呼
吸
す
る
食
雪
鬼
で
あ
る
と
い
わ
れ
る 

の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
年
、
『
願
生
偈
』

の

著

者

で

あ

り

『
唯
識
三
十
頌
』

の
作
者
で
あ
る
天
親
菩
薩
を
論
じ
て
、
 

彼
は
生
死
巌
頭
に
立
ち
っ
ゝ
、

一
切
皆
空
無
人
空
曠
の
世
界
に
孤
独
黒
闇
の
真
我
に
接
触
し
た
。
此
真
我
を
ば
、
阿
頼
耶
識
と
名
く 

る
。
此
阿
頼
耶
識
は
理
想
の
自
我
で
な
く
、
最
も
深
痛
な
る
現
実
の
自
我
で
あ
る
。(
「
我
等
が
久
遠
の
宗
教
」
。
『
選
』
二) 

と
お
述
べ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に' 

こ
れ
よ
り
七
年
前
、
「如
来
我
に
在
り
、

浄
土
娑
婆
に
在
り
」
と
い
わ
れ
た
お
言
葉
が
思
い
起 

さ

れ

ま

す(

「
我
等
東
方
に
退
却
せ
し
也
」
。
『
選
』
二)

。

そ
し
て
こ
の
論
文
の
発
表
さ
れ
る
頃(

明
治
四
十
五
年
七
月
発
行)

、
先
生
は
高
田
の
金
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子
先
生
宅
を
、
続
い
て
加
賀
の
暁
烏
先
生
宅
を
お
訪
ね
に
な
り
、
そ

の

時

そ

こ

で

「
顕
隠
の
教
訓
」
を

受

け

ら

れ(
『
両
眼
人
』)

、

そ
れ
を 

さ

っ

そ

く

『
暴
風
駛
雨
』
(

『
選
』
四)

に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

〇 

如
来
は
我
也 

我
は
如
来
を
汝
と
呼
ぶ
に
止
ま
ら
ず
、
如
来
を
直
に
我
と
呼
ぶ
。(

乃
至)

我

等

は

「如
来
は
我
也
」

の
妙
旨
に 

驚
く
と
共
に
、
「
我
は
畢
竟
我
に
し
て
如
来
に
非
ず
」

と
自
覚
す
。

〇 

仏
心
凡
心
一
体
の
幽
旨
を
問
は
れ
て 

今
夏
東
北
の
道
友
と
加
賀
に
会
せ
し
時
、
談
偶

 々

仏
凡
一
体
の
教
旨
に
及
ぶ
。

余
は 

「如
来
は
我
也
」

の
一
句
を
以
す
。

道
友
は
是
れ
余
り
に
概
念
的
な
れ
ば
と
云
ほ
れ
け
れ
ば
、

「如
来
は
我
と
な
り
て
我
を
救
ひ
給 

ふ
」
と
書
き
て
贈
り
ぬ
。

〇 

法

蔵

比

丘

の

降

誕

は

如

来

の

人

間

化

也(

乃
至)

久
遠
の
如
来
が
衆
生
救
済
の
為
め
に
因
位
の
一
比
丘
法
蔵
と
な
ら
せ
ら
れ
た 

は
、
正
し
く
人
間
を
救
は
ん
が
為
め
に
は 

先
づ
救
は
る
べ
き
迷
悶
の
人
間
の
精
神
生
活
を
実
験
せ
ん
が
為
め
に
外
な
ら
ぬ
。

否 

法

蔵

比

丘

の

出

現
は

正

に

如

来
が

人

間

精

神

の

究

竟

の

実

験
で

あ

る

。
此
実
験
が
本
願
で
あ
る
。(

乃
至)

誠
に
法
蔵
比
丘
の
出
現 

は

此

れ

久

遠

の

如

来

と

我

等

人

間
と

の

同

一

生

命
を

証

明

し

給
ふ

。(
「
暴
風
駛
雨
」)

然
ら
ば
法
蔵
比
丘
は
決
し
て
遠
く
過
去
の
人
で
は
な
い
。

又
遙
な
る
浄
土
の
人
で
は
な
い
。
彼
は
近
き
現
在
の
自
己
の
主
観
に
あ
る
。
 

法
蔵
出
現
の
如
来
の
本
願
を
念
ず
る
時
そ
の
信
念
と
念
仏
と
は
是
れ
法
蔵
比
丘
に
て

在
ま
す
の
で

あ
る
。
(
「
久
遠
の
仏
心
の
開
顕
者 

と
し
て
の
現
在
の
法
蔵
比
丘
」
、
『
選
』
二)

こ
の
よ
う
な
内
観
の
歴
程
を
経
て
「
地
上
の
救
主
——
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
—
」(

『
選
』
二)

が
発
表
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
時
先
生
は
三 

十
九
歳
、 

入
洞
さ
れ
て
か
ら
満
十
年
の
歩
み
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
論
文
で
、

あ
り
体
に
白
状
す
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
御
名
は
私
が
久
し
い
間
、
も
て
あ
ま
し
て
居
っ
た
所
の
大
な
る
概
念
で
あ
り
ま
し
た
。
 

と
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
赤
裸
裸
な
告
白
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
う
ぶ
な
お
人
柄
に
人
び
と
は
原
始
人
、
自
然
人
を
感
ず
る 

の
で
し
ょ
う
か
。
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法
蔵
菩
薩
と
は
云
何
な
る
御
方
で
あ
る
か
。
法
蔵
菩
薩
は
決
し
て
一
の
史
上
の
人
と
し
て
出
現
し
給
ひ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
直
接 

に
我
々
人
間
の
心
想
中
に
誕
生
し
給
ひ
た
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
と
は
何
ぞ
や
。

他
で
な
い
、
如
来
を
念
ず
る
所
の
帰
命
の
信
念
の
主
体
が
そ
れ
で
あ
る
。(

「
地
上
の
救
主
」) 

先
生
の
お
言
葉
は
生
き
て
い
ま
す
、
生
き
た
血
が
流
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
き
て
も
ピ
チ
ピ
チ
と
躍
動
し
て
い 

ま
す
。

そ
れ
は
、

安

田

理
深

先

生
が

お

っ

し
ゃ

る

よ
う

に

「
人
間
の
底
知
れ
ぬ
深
み
か
ら
出
て
く
る
」

言
葉
、
「
い
か
な
る
も
の
を
も
感 

動
せ
し
め
ず
に
は
お
か
ぬ
と
こ
ろ
の
」(

『
選
・
月
』6

)

生
き
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

法
蔵
菩
薩
は
孤
独
の
如
来
で
あ
る
。
古
往
今
来
、
生
死
大
海
に
自
己
を
投
じ
た
御
方
は
唯
一
人
で
は
な
い
乎
。

又
法
蔵
菩
薩
は
孤
独 

の
自
我
で
あ
る
。
古
来
如
来
の
大
誓
願
海
に
自
己
を
投
じ
た
も
の
は
唯
我
一
人
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
は
如
来
が
わ
た
く
し
に
生
命
を
与
へ
ら
れ
た
姿
で
あ
る
。

而
し
て
又
わ
た
く
し
が
如
来
に
身
命
を
捧
げ
た
る
姿
で
あ
る
。
 

親
し
く
わ
れ
を
呼
ぶ
如
来
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
親
し
く
如
来
を
呼
ぶ
我
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。(

「
原
始
の
如
来
」
、
『
選
』
三) 

大

正

五

年(

一
九
二
ハ)

十
月
、
先

生

は

「
遂
に
意
を
決
し
て
」(

『
両
眼
人
』)

上
京
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
に
移
ら
れ
た
金
子
先
生
に
代
っ 

て

『
精
神
界
』

の
編
集
を
担
当
す
る
た
め
で' 

そ
の
時
、
東
洋
大
学
の
教
授
に
ご
就
任
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
で
の
最
初
の
お
仕
事
は
、
 

す
で
に
空
洞
と
化
し
た
浩
々
洞
の
解
散
で
し
た
。

こ

れ
で' 
~，
浩
々
洞
と
云
ふ
家
は
永
久
に
な
く
な
る
の
で
、
何
と
も
云
へ
ぬ
程
胸
が
す
っ 

と
し
ま
し
た
、
小

生

は

最

早

洞

と

云

ふ

家

に

は

居

ら

ぬ

の
で

あ

る

浩

々

洞

は

各

自

の

主

観

の

外

に

は

な

い

の
で

あ

る

我

々

は

今

後

益 

々
浩
々
洞
魂
を
発
揮
し
て
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
。(

『
両
眼
人
』)

そ

し

て

先

生

は

直
ち

に

『
精
神
界
』

の
新
し

い

出

発

に

際

し
て

の

願

い

「告
白
」
と
、
論

文

「
祖
聖
を
憶
ひ
つ
ゝ
」(

『
選
』
三)

を
書
き
、
 

同
時
に
郷
里
の
お
父
様
に
手
紙
を
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
年
の
ハ
月
六
日
、
お
母
様
が
逝
去
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
 

御
父
上
様
よ 

段
々
に
寒
く
な
り
ま
す 

東
京
は
是
か
ら
寒
く
て
も
天
気
が
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が 

国

は

直

に

「
ア
ラ
レ
」

や
雪
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が
ふ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う 

何
卒
御
大
事
に
な
さ
り
ま
せ 

何
卒
御
腹
に
御
カ
を
込
め
て
御
念
仏
を
唱
へ
さ
せ
給
へ 

御
さ
び
し
い 

こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う 

御
不
自
由
御
察
し
申
し
ま
す
が 

恐
れ
な
が
ら
御
開
山
様
の
御
晚
年
も
云
何
に
御
さ
び
し
い
こ
と
で
せ
う 

只
御
念
仏
に
依
り 

念
仏
を
親
と
し
念
仏
を
妻
と
し
念
仏
を
子
と
し
念
仏
を
友
と
し
て
此
念
仏
の
方
々
に
っ
ゝ
ま
れ
て 

真
実
の
に 

ぎ

に

ぎ

し

さ

で

御-

生

を

す

ご

さ

せ

ら

れ

ま

し

た

父

上

様

量

深

は

不

孝

の

者

で

あ

り

ま

す

何

卒

御

許

し

を

願

ひ

ま

す(

以
下 

略)
(

大
正
五
年
十
一
月
四
日
付
封
書
。
浄
恩
寺
蔵)

そ
の
翌
年
、
先

生

は

「遙
に
わ
が
母
校
の
学
生
諸
子
に
」
と

、
慈

愛

に

み
ち

た

豊

か

な

内

容

の

大

論

文

「
大
自
然
の
胸
に
」(

『
選
』
三) 

を
お
書
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
何
の
為
め
に
一
切
の
祖
先
は
自
己
を
此
世
界
に
発
遣
し
た
ま
ふ
や
。
静
に
此
自
己
の
出
世
の
大
使
命
を
内
観
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

(

乃
至)

我
々
の
往
相
は
常
に
還
相
に
依
り
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
還
相
は
教
で
あ
る
。

一
如
法
界
等
流
の
言
教
で
あ
る
。

大
自
然
の
第
二
の
表 

現' 

方
便
的
表
現
の
教' 

我
々
は
是
教
を
身
に
し
て
誕
生
し
た
。
我
々
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
深
重
の
業
の
所
有
者
で
あ
る
。
我
は 

単
な
る
、
赤
裸
裸
で
な
い
。
わ
が
霊
は
未
生
以
上
に
深
重
な
る
言
教
を
全
身
に
沁
み
て
生
れ
た
。
我
は
如
来
の
大
願
業
力
が
此
肉
体 

の
一
毛
孔
に
も
充
ち
満
て
る
こ
と
を
思
ふ
。
噫
闇
の
業
報
よ
、
而
し
て
闇
に
か
、ミ
や
け
る
宿
業
よ
。
我
の
肉
体
は
是
れ
現
在
の
法
蔵 

菩
薩
で
あ
る
。

法
身
説
法
の
道
場
で
あ
る
。

我
は
小
な
る
意
識
に
依
り
て
自
己
を
制
限
す
れ
ど
も
、

肉
体
は
是
れ
大
な
る
我
で
あ 

る
。

我
は
我
が
肉
体
を
内
観
し
て
、
原
始
人
、
自
然
人
、
種
族
人
、
十
方
衆
生
を
見
る
。

肉
的
生
身
が
現
実
の
根
本
自
我
で
あ
る
。

此
肉 

身
に
無
始
以
来
の
祖
先
の
言
教
が
あ
る
。
我
々
の
一
挙
一
動 

悉

く

無

意

識
な

る
言
教
の
所
発
で

な

い
か
。
無
始
以
来
の
生
類
の
歴 

史
は
我
の
自
然
の
言
教
で
あ
る
。

祖
先
の
内
的
経
験
は
悉
く
皆
網
羅
し
て
我
の
無
意
識
の
言
教
で
あ
る
。
我
は
専
ら
此
厳
粛
深
重
な 

る
言
教
に
発
遣
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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先
生
の
文
章
は
詩
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
詩
を
読
む
よ
う
に
読
み
ま
す
と
、
わ
か
る
と
か
わ
か
ら
ぬ
と
か
で
は
な
い
、
な
に
か
し
ら 

言
い
よ
う
の
な
い
深
い
感
動
を
覚
え
ま
す
。
法

蔵

菩

薩

の
こ

と

を

お

述

べ

に

な

っ

た

「
名
号
の
世
界
」(

『
選
』
三)

の
一
節
を
拝
読
し
ま
す
。
 

未
だ
地
上
に
湧
出
し
な
い
所
の
自
然
人
、
而
し
て
大
自
然
を
憶
念
す
る
時
に
、
何
時
で
も
誕
生
の
声
を
挙
げ
て
、
我
を
呼
ぶ
所
の
彼
、
 

そ
れ
は
現
在
の
地
上
に
誕
生
す
る
と
共
に
直
に
未
来
永
遠
の
理
想
の
故
郷
に
往
生
し
去
る
所
の
彼
、
私
は
そ
れ
を
観
入
す
る
時
に
、
 

始
め
て
自
己
の
久
遠
の
現
実
の
顔
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
あ
ゝ
な
つ
か
し
き
わ
が
還
相
の
法
蔵
菩
薩
よ' 

汝
は
我
で
あ
る
。
汝
こ
そ 

は
我
の
久
遠
の
現
実
相
で
あ
る
。
我
は
唯
汝
を
見
る
こ
と
に
依
り
て
、
我
自
ら
を
見
る
。
汝
は
救
は
れ
た
る
我
で
あ
る
。
救

は

る.
へ 

き
我
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
東
京
で
の
ご
生
活
は
約
ハ
年
間
で
す
が' 

そ

の

時

の

論

著

は

後

に

『
救
済
と
自
証
』
(

論
集
第
一
巻)

、
『
内
観
の
法
蔵
』
(

論
集
第
四 

巻
の
前
半)

、
『
暴
風
駛
雨
』
(

論
集
別
巻)

と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
金

子

先

生

宛

の

お

手

紙(
『
両
眼
人
』)

も' 

こ
の
期
間
中
の
も
の
が
百 

十
一
通
も
残
さ
れ
て
い
て
、
思
想
的
教
学
的
な
問
題
に
関
す
る
も
の
、
当
時
の
宗
門
や
大
学
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
大
切
な
こ
と
が
記
さ 

れ
て
あ
り
ま
す
。

「
新

聞

に

由

る

に

真

大(

真
宗
大
谷
大
学)

か

ら

英

文

の

雑

誌

口

才N
—
0
3

旦
ー
ー
匕
!!

尊)

が
出
る
こ
と
は
何
よ
り
の
事
と
思
ふ 

佐

 々

木
(

月
樵)

氏
の 

巾
ー
ー

ニ050911

0-21

『01
1
1
1
6

处

〇-!1
8  0(  5

5:0 
5
6
0

二
真
宗
の
哲
学
的
基
礎)

の
一
文
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が 

題
を
思
ふ 

だ

け

で

も
(

勿
論
外
国
語
を
知
ら
ぬ
私
に
は
読
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ)

感
激
の
念
が
起
り
ま
す
」

と
も
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
た 

「
〇
生
活
の
不
安
」

と
し
て
、

特

に

弱

い

大

兄

や

小

生

に

は

堪

へ

ら

れ

ま

せ

ぬ

私

の

食

ふ

米

は

一

升

五

十

銭

で

す

此

頃

外

米

を

少

々

混

ぜ

て

食

べ

ま

す

三

四 

日
水
に
ひ
や
か
し
て
ま
ぜ
て
た
け
ば
臭
も
し
ま
せ
ぬ 

何
か
の
経
験
で
す
。

と
い
う
お
便
り
も
あ
り
ま
す
。
大
学
の
講
義
、
『
精
神
界
』
、
後

に

は

『
見
真
』

の
論
文
の
執
筆
と
編
集
、
東
京
大
学
で
の
研
究
会
の
講
師 

な
ど
を
な
さ
り
な
が
ら
、
病
弱
の
奥
様
に
代
っ
て
炊
事
も
洗
濯
も
掃
除
も
な
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
生
の
お
仕
事
は
思
想
的
に
は
法
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蔵
菩
薩
の
物
語
り
の
非
神
話
化
で
す
が
、
日
日
の
ご
生
活
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
実
践
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

論

文
(

「
法
蔵
菩
薩 

影
現
の
歴
程
と
し
て
の
三
願
」)

に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

わ
れ
等
は
こ
の
肉
体
に
依
っ
て
自
然
の
招
喚
の
声
を
聞
く
。

自
然
は
肉
体
に
依
り
て
我
々
を
招
喚
す
る
。

我
々
が
肉
体
を
受
け
た
時 

に
如
来
の
救
済
の
事
業
は
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
我
等
の
誕
生
は
如
来
の
本
願
成
就
の
証
明
で
あ
る
。

奥

様

は

不

治

の

病(

癌)

の
た
め
久
し
く
床
に
臥
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
重
態
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

大

正

十

三

年(

一
九 

二
四)

六
月
、
東
京
で
の
生
活
と
別
れ
、
奥
様
を
伴
っ
て
帰
郷
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
先
生
を
ぜ
ひ
大
谷
大
学
へ
招
こ
う
と
い
う
先
生
方
が
お
ら
れ
て
、

い
ろ
い
ろ
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
が
、
翌
年
四
月
、
大
谷
大 

学
教
授
に
ご
就
任
に
な
り' 

以
後
、
京
都
に
居
を
定
め
ら
れ
て
、
あ

ら

た

め

て

新

し

く

「親
鸞
」

顕
彰
の
道
を
お
歩
み
く
だ
さ
る
こ
と
に 

な
り
ま
し
た
。

そ
の
時
、
先
生
は
五
十
一
歳
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
の
四
十
六
年
、
九
十
七
歳
で
ご
西
帰
な
さ
い
ま
す
ま
で
の
後
半
生
も
、
 

ま
こ
と
に
波
瀾
に
み
ち
た
歳
月
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
間
も
終
始
変
ら
ぬ
の
は
、
仏
教
——

こ

と

に
浄
土
真
宗
の
祖
聖
・
親

鸞

、
 

真

宗

再

興

の

祖

・
蓮

如

、
真

宗

再

々

興

の

先

師

・
清
沢
満
之
先
生
に
値
遇
す
る
こ
と
の
で
き
た
謝
念
で
あ
り
、
そ
の
責
任
感
と
使
命
感
で 

あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
も
う
な
く
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で' 

い
ま
念
頭
に
浮
び
ま
す
先
生
の
お
言
葉
の
い
く
つ 

か
を
列
挙
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。

阿
頼
耶
識
は
純
粋
な
自
己
で
あ
る
。
純
粋
な
自
己
は
相
対
有
限
で
あ
る
。

こ

の

相

対

有

限

の

自

己(

す
な
わ
ち
機)

を
深
く
信
ず
る
こ
と
、

こ

れ

を

「機
の
深
信
」
と
い
う
。
機
の
深
信
と
は
、
相
対
有
限
の 

自

己
(

す
な
わ
ち
宿
業
の
自
身)

を
深
く
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。

宿

業

の

自

身(

す
な
わ
ち
機)

は' 

人
間
の
理
知
分
別
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
の
自
覚
主
体
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
法
蔵
菩
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薩
は

、

一
切
衆
生
の
罪
と
悩
み
を
我
が
身
に
引
き
受
け
て
宿
業
を
感
ず
る
主
体
で
あ
る
。

機
の
深
信
と
は
、
自
己
自
身
の
宿
業
を
存
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
知
分
別
の
無
効
を
知
る
こ
と
、
自
力
の
無
効
を
深
く
信
知
す 

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
と
き
我
々
は
、
は
じ
め
て
生
身
の
法
蔵
菩
薩
を
感
じ
、
法
蔵
魂
に
め
ざ
め
る
。
法

蔵

魂

と

は

「
南
無
阿
弥
陀 

仏
」

で
あ
る
。

こ
の
法
蔵
魂
に
め
ざ
め
る
と
こ
ろ
に
法
蔵
菩
薩
が
誕
生
す
る
。

し
た
が
っ
て
法
蔵
菩
薩
は
無
数
に
お
ら
れ
る
、
世
界 

中
に
充
ち
満
ち
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
は
宿
業
の
身
の
自
覚
主
体
で
あ
る
。

宿
業
は
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
。
宿
業
の
身
に
一
切
有
情
を
感
覚
し
、
国
土
を
感
覚
す
る
、

一
切
と
の
血
の
繫
が
り
を
感
覚
す
る 

の
で
あ
る
。
血
の
本
は
国
土
で
あ
る
、
山
河
大
地
で
あ
る
。
山

河

大

地
は

全

的

自

我(

す
な
わ
ち
阿
頼
耶
識)

の
現
実
的
肉
体
で
あ
る
。
 

宿
業
は
本
能
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
生
れ
て
後
に
知
る
の
で
あ
る
が
、
本

能

は

本

来
(

す
な
わ
ち
本
よ
り)

す
で
に
与
え
ら 

れ
て
い
る
能
力
で
あ
る
。

本
能
は
感
覚
で
あ
る
、
純
粋
感
覚
で
あ
る
。
純
粋
感
覚
は
自
覚
で
あ
る
。

我
々
は
、
我
が
身
に
大
自
然
を
感
ず
る
、
日
月
星
辰
、
山
河
大
地
、
草
木
国
土
を
感
ず
る
、
親
を
子
を
友
を
、
そ
し
て
自
己
を
感
ず 

る
。
感
覚
の
世
界
は
、
外
に
あ
っ
て
は
広
大
無
辺
、
内
に
あ
っ
て
は
深
広
無
涯
底
で
あ
る
。

宿
業
本
能
は
感
覚
で
あ
り
、
感
覚
は
感
応
道
交
す
る
。
感
応
道
交
に
我
執
は
な
い
。

知
る
こ
と
の
み
し
か
知
ら
ぬ
の
は
我
執
で
あ
る
が
、
我

執

を

捨

て

て(

自
力
無
効
と
深
信
し
て)

無
我
に
帰
れ
ば
、

「真
智
は
無
知
な 

り

無

知

の

ゆ

え

に

よ

く

知

ら

ざ

る

こ

と

な

し

」(

『
論
註
』)

で
あ
る
。

真
智
は
感
に
あ
る
。

は
か
ら
い
を
捨
て
て
感
の
本
源
に
帰
り
、
知
の
無
効
を

知
っ

た
と

き

の

驚
き

と

喜
び

は

「
真
智
は
無
知
な
り
」 

で
あ
る
。

無
知
を
自
覚
せ
し
め
た
真
智
で
あ
る
か
ら
、
無
知
は
、
内
面
的
に
は
よ
く
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
で
あ
る
。(

「
体
験
の
教
証
」
、
 

〈
『
選
』
三
〉
。
『
歎
異
抄
聴
記
』
、
〈
『
選
』
六
〉
。
『
法
蔵
菩
薩
』\

〈
『
選
』

一
ニ
〉
。
「
仏
教
の
世
界
観
」
、
〈
『
講
義
集
』
四
〉
。
他
。
取
意)
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最
後
に
も
う
一
言
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
れ
は
ご
西
帰
の
迫
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。

ご
気
分
が
よ
ろ
し
か
っ
た
の
か
、
床 

に
上
半
身
を
起
し
て
庭
の
景
色
を
眺
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
倒
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
背
後
か
ら
手
を
添
え
て
支
え
て
い
ま
し
た
。
 

す
る
と
小
さ
な
声
で
何
か
独
り
言
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

耳

を

近

づ

け

ま

す

と

「
ナ
ゾ
で
す
」
と
聞
え
ま
す
。

「
こ

れ

か

ら(

こ
の
姿
勢 

か
ら)

三
歳
の
童
子
が
立
っ
て
歩
く
の
は
何
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、

こ

の

爺
(

九
十
七
歳)

は

、
ど
う
し
た
ら
も
う
ー 

度
自
分
の
足
で
立
っ
て
歩
け
る
よ
う
に
な
る
の
か' 

わ
か
り
ま
せ
ん
、
謎
で
す
」

と
自
問
自
答
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
 

毎
日
、
お
見
舞
い
の
人
が
沢
山
来
ら
れ
ま
す
が
、
中

に

は

「
ま
た
お
元
気
に
な
っ
て
」

「
以
前
の
よ
う
に
全
国
を
ご
巡 

錫
く
だ
さ
い
、
 

皆
が
待
っ
て
い
ま
す
」

な
ど
と
言
わ
れ
る
人
も
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
無
邪
気
な
自
然
人
・
本
能
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
要 

望
に
何
と
か
応
え
よ
う
と
な
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

病
い
が
重
く
も
う
起
き
ら
れ
な
い
状
態
に
な
ら
れ
て
か
ら
も' 

ご
子
息
の
信
雄
様
に
愛
用
の
ス
テ
ッ
キ
を
所
望
さ
れ
て
、
そ
れ
を
握
り 

な

が

ら

「
勉
強
し
て' 

運
動
し
て
、
 

勉
強
し
て
」
と
何
回
も
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
し
た
。

「
法
蔵
菩
薩
は
永
遠
の
青
年
で
あ
る
」
 

と
い
う
お
言
葉
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
ど
う
し
た
ら
も
う
一
度
」
と
い
う
問
い
も
、

こ
の
身
の
い
の
ち
の
限
り
を
尽 

し
て
自
信
教
人
信
の
仏
道
を
実
践
し
よ
う
と
さ
れ
る
先
生
の
願
心
表
白
で
あ
り
願
力
の
歩
み
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
 

平
沢
興
先
生
は
先
生
の
体
を
診
ら
れ
て
、

「
お
年
は
九
十
歳
で
も
、

お
体
は
六
十
歳
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が' 

そ
の
丈
夫
な
体
も
一
度 

崩
れ
た
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
ニ
ケ
月
ほ
ど
は
床
擦
れ
も
皮
膚
が
爛
れ
る
と
い
う
程
度
じ
ゃ
あ 

り
ま
せ
ん
、
骨
も
見
え
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
羽
根
布
団
で
あ
っ
た
と
し
て
も
針
の
筵
に
寝
る
に
等
し
い
わ 

け
で
す
。

し
か
し
先
生
は
、
そ

の

激

痛

に

耐

え

な

が

ら

「
法
蔵
菩
薩
の
永
劫
修
行
の
ご
苦
労
を
憶
え
ば
、

こ
ん
な
苦
し
み
は
万
分
の
一
に 

も
及
び
ま
せ
ん
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

さ
て
も
う
お
別
れ
の
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
甚
だ
粗
雑
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
ど
う
か
お
恕
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。

で
は
こ
れ 

で
失
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

(
本
稿
は
一
九
九
三
・
一
〇
・
一
五
の
講
演
の
筆
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
四
，
五
二
八
、
了)
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注

①
 

画

に

は

〈
一

2
-
1
9
6
2

ハ

わ

臥

き

亦
!
!〉

と
サ
イ
ン
が
あ
る
。
な
お
還
暦
記
念
の
肖
像
画
も
高
光
画
伯
に
よ
る
。

一
九
四
一
年
一
〇
月
完
成
。
曾 

我
家
蔵
。

②

——
若
不
生
者
の
願 

法
蔵
菩
薩
の
三
願
——

臨
終
現
前
の
願

一——
不
果
遂
者
の
願

㈠

我
愛
執
蔵
現
行
位
——

㈡

善

悪

業

果

位

—
蔵
識
の
三
位

㈢

相

続

執

持

位

—

〔文
献
略
称
〕

燈 選

月

=11
選

論 
集

=1]
説

月

=0
界
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