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本
研
究
の
⽬
的 

 
鈴
⽊
⼤
拙
︵
⼀
⼋
七
〇‒

⼀
九
六
六
︶
は
︑
仏
教
思
想
︑
⽇
本
思
想
史
上
に
残
る
多
く
の
仕
事
を
果
た

し
た
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
本
論
稿
は
︑
鈴
⽊
の
宗
教
思
想
に
お
い
て
重
要
と
さ
れ
る
妙
好
⼈
に

関
す
る
議
論
の
再
検
討
を
⽬
的
と
す
る
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
再
検
討
す
る
意
義
と
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈

論
の
特
徴
と
そ
の
範
囲
を
⽰
し
︑
し
か
し
︑
鈴
⽊
⾃
⾝
の
思
想
か
ら
︑
そ
の
限
界
が
克
服
さ
れ
て
い
く
可

能
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
提
⽰
す
る
こ
と
に
あ
る
︒ 

 
⼀
般
に
妙
好
⼈
に
関
し
て
知
ろ
う
と
す
れ
ば
︑
⼿
に
取
ら
れ
る
書
物
は
浅
原
才
市
︑
因
幡
の
源
佐
︑
讃

岐
の
庄
松
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
鈴
⽊
が
取
り
上
げ
る
以
前
か
ら
︑
彼
ら
は
妙
好
⼈
と
し
て
紹

介
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
︑
彼
ら
を
⼀
般
に
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
⼈
物
こ
そ
︑
鈴
⽊
に
他
な
ら
な
い
︒

鈴
⽊
は
︑
⾃
⾝
の
著
作
﹃
宗
教
経
験
の
事
実
﹄
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
﹃
妙
好
⼈
﹄
な
ど
に
お
い
て
︑
妙
好
⼈

に
み
ら
れ
る
宗
教
性
を
⾼
く
評
価
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
妙
好
⼈
の
信
仰
内
容
を
体
系
的
に
説
明
す
る
こ

と
を
試
み
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ア
カ
デ
ミ
“
ク
な
分
野
に
お
い
て
は
︑
近
代
以
降
の
妙
好
⼈
像
の
研
究
に
お

い
て
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
は
⼤
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
︒
ア
カ
デ
ミ
“
ク
な
場
に
お
い
て
だ
け
で
は
な

く
︑
⼀
般
読
者
に
向
け
た
雑
誌
に
お
い
て
も
︑
掲
載
内
容
の
⼤
部
分
を
占
め
る
の
は
︑
才
市
︑
庄
松
︑
源

佐
︑
⼤
和
の
清
九
郎
︑
⽥
原
の
お
園
︑
⾚
尾
の
道
宗
な
ど
︑
鈴
⽊
に
よ
ç
て
⽰
さ
れ
た
妙
好
⼈
た
ち
の
紹

介
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
今
な
お
出
版
さ
れ
続
け
る
妙
好
⼈
に
関
す
る
刊
⾏
物
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
に
影

響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
︒ 
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妙
好
⼈
と
は
︑
そ
も
そ
も
︑
浄
⼟
真
宗
の
教
え
が
根
深
く
浸
透
す
る
地
域
︑
⽂
化
に
お
い
て
︑
そ
の
宗

教
的
側
⾯
が
豊
か
に
育
ま
れ
た
信
者
を
指
す
︒
さ
ら
に
︑
妙
好
⼈
は
︑
そ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
⼈
物
で

あ
る
が
ゆ
え
に
︑
基
本
的
に
は
浄
⼟
真
宗
の
教
え
を
聞
く
者
で
あ
る
が
︑
⽐
較
的
理
想
的
な
真
宗
信
者
像

と
し
て
描
か
れ
る
た
め
︑
真
宗
篤
信
者
︑
理
想
的
か
つ
模
範
的
な
念
仏
者
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

鈴
⽊
も
ま
た
妙
好
⼈
を
理
想
的
な
念
仏
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
い
て

核
と
な
る
も
の
が
妙
好
⼈
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
宗
教
研
究
を
⾏
う
上
で
は
︑
概
念
や
理
論
の
分

析
は
必
要
不
可
⽋
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
の
は
︑
理
論
や
概
念
と
い

ç
た
主
知
的
分
析
の
み
な
ら
ず
︑
妙
好
⼈
の
よ
う
な
具
体
的
対
象
を
通
し
て
な
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば

⾒
受
け
ら
れ
る
⼀

︒
本
研
究
で
取
り
扱
う
分
析
対
象
は
︑
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
い
て
注
⽬
さ
れ
る
﹁
⼈
﹂

で
あ
る
︒ 

 
そ
れ
で
は
︑
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
か
ら
何
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
鈴
⽊
が
妙
好
⼈
を
通
し

て
真
宗
理
解
を
⾔
葉
に
す
る
際
︑
そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
る
の
は
経
験
︵experience

︶
で
あ
ç
た
︒
鈴
⽊

の
⽣
涯
に
お
け
る
宗
教
経
験
と
い
え
ば
︑
鎌
倉
円
覚
寺
へ
参
禅
し
て
い
た
⼀
⼋
九
五
年
に
経
験
し
た
と
い

わ
れ
る
⾒
性
体
験
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
⾒
性
体
験
が
︑
鈴
⽊
の
思
想
の
基
盤
に
な
ç
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
⼆

︒
先
に
述
べ
た
通
り
︑
彼
の
宗
教
理
解
は
︑
経
験
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
経
験
だ
け
が
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
理
解
を
特
徴
づ
け
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
︒
そ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
︑
本
研
究
で
は
︑
と
く
に
⼀
九
⼆
五
年
の
英
⽂
論
考" Sayings of a 

M
odern Tariki M

ystic"

︵
以
下
︑SM

TM

︶
に
注
⽬
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
英
⽂
論
考
に
お
い
て
は
︑

経
験
主
義
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
け
る
﹁
⼈
﹂
思
想
の
原
型
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
︒
本
論
稿
は
︑
英
⽂
論
考
の
検
討
を
通
し
て
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
と
そ
の
範
囲
を
指
摘
す
る
︒
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し
か
し
︑
そ
の
限
り
を
指
摘
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
鈴
⽊
⾃
⾝
の
思
想
か
ら
︑
そ
の
限
界
の
克
服
を
模
索
し

て
い
く
試
み
で
あ
る
︒ 

 

第
⼆
項
 

本
研
究
の
問
題
設
定 

 
妙
好
⼈
論
を
研
究
す
る
上
で
︑
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
妙
好
⼈
と
い
え
ど
も
︑
そ
こ
で

イ
メ
5
ジ
さ
れ
る
内
容
に
は
幅
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
妙
好
⼈
は
︑
真

宗
篤
信
者
︑
理
想
的
か
つ
模
範
的
な
⾨
信
徒
︑
念
仏
者
と
称
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
︒
そ
の
た
め
︑

そ
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
⼈
物
が
︑
⼀
様
に
妙
好
⼈
と
称
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
妙
好
⼈
の
⾔
葉

が
も
つ
幅
の
広
さ
の
た
め
に
︑
極
端
に
⾔
え
ば
理
想
的
あ
る
い
は
模
範
的
な
特
徴
が
少
し
で
も
み
ら
れ
る

な
ら
ば
︑
ど
の
よ
う
な
⼈
物
で
あ
ç
て
も
妙
好
⼈
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
る
︒
こ
う
い

ç
た
場
合
の
理
想
的
あ
る
い
は
模
範
的
と
い
う
基
準
は
個
⼈
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
⼀
定
し
な
い
︒
た
と

え
ば
︑
⼤
和
の
清
九
郎
と
い
う
⼈
物
に
出
会
ç
た
感
動
を
契
機
と
し
て
妙
好
⼈
伝
の
編
纂
を
開
始
し
た
三

実
成
院
仰
誓
︵
⼀
七
⼆
⼀‒

⼀
七
九
四
︶
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
︑
清
九
郎
の
⽣
活
は
⼤
変
貧
し
い
様
⼦

で
あ
ç
た
よ
う
で
あ
る
四

︒
そ
し
て
仰
誓
は
︑
清
九
郎
の
⽣
活
が
ど
れ
ほ
ど
貧
し
い
も
の
で
あ
ç
た
か
を

事
細
か
く
説
明
す
る
︒
仰
誓
の
妙
好
⼈
観
に
は
︑
貧
し
い
環
境
下
に
置
か
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑

単
な
る
念
仏
者
が
⼀
線
を
画
す
る
特
別
な
念
仏
者
︑
す
な
わ
ち
妙
好
⼈
と
な
る
と
い
う
捉
え
⽅
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒ 

 
本
研
究
で
取
り
扱
う
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
も
例
外
で
は
な
く
︑
鈴
⽊
⾃
⾝
に
よ
ç
て
妙
好
⼈
の
特
徴
が
規

定
さ
れ
る
︒
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
の
特
徴
と
し
て
︑ 

 
 
①
⽂
字
の
読
み
書
き
が
⼗
分
に
で
き
な
い
︒ 
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②
辺
境
の
地
に
住
ん
で
い
る
︒ 

な
ど
を
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
妙
好
⼈
観
に
依
拠
し
た
場
合
︑
そ
こ
で
⽣
じ
う
る

問
題
と
は
︑
現
代
に
お
い
て
︑
い
か
に
し
て
妙
好
⼈
は
成
⽴
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
そ
も
そ
も
成
⽴
し

得
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
現
代
⽇
本
に
お
け
る
識
字
率
の
割
合
は
九
〇
％
を
超
え

て
お
り
︑
⼤
多
数
の
⼈
が
あ
る
程
度
の
読
み
書
き
が
で
き
︑
①
の
視
点
に
⽴
つ
限
り
妙
好
⼈
に
価
値
を
⾒

い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
情
報
速
度
の
早
い
現
代
に
お
い
て
は
︑
そ
も
そ

も
辺
境
の
地
と
い
う
も
の
が
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
①
や
②
の
特
徴
は
有
し
得
な
い
の

で
︑
妙
好
⼈
は
成
⽴
し
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
現
代
の
我
々
が
過
去
の
妙
好
⼈
た

ち
か
ら
学
び
う
る
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
問
題
を
も
孕
む
の
で
あ
る
︒ 

 
次
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
鈴
⽊
に
と
ç
て
妙
好
⼈
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
な

ぜ
︑
こ
の
こ
と
を
改
め
て
問
う
の
か
と
い
え
ば
︑
鈴
⽊
の
思
索
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
は
必
ず
し
も
①
と
②
に

は
当
て
は
ま
ら
な
い
⼈
物
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
七
⾥
恒
順
︵
⼀
⼋
三
五‒

⼀

九
〇
〇
︶
の
存
在
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
注
⽬
は
等
閑
視
さ
れ
て
き

た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
⼀
般
に
七
⾥
は
﹁
学
僧
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
︑
妙
好
⼈
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
は
あ
る
種
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
の
範
囲
が
限
定
的
に
受
け
⽌
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
意
味
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
知
性
的
で
あ
る
⼈
間
は
妙
好
⼈
た
り
得
る
の
か
と
い
う
先
の
問
い
が
⽣
じ
る

の
で
あ
る
︒ 

 
本
論
稿
は
︑
こ
の
⼆
つ
の
根
本
関
⼼
を
起
点
と
し
て
い
る
︒
次
項
よ
り
述
べ
る
研
究
⼿
法
を
通
し
て
︑

こ
の
⼆
つ
の
問
題
を
思
索
し
︑
そ
れ
を
も
ç
て
鈴
⽊
が
⾃
⾝
の
妙
好
⼈
観
の
範
囲
を
押
し
広
げ
て
い
ç
た

と
い
う
点
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒ 
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第
三
項
 

先
⾏
研
究 

 
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
研
究
を
扱
ç
た
も
の
と
し
て
は
︑
菊
藤
⼆
〇
⼀
七
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
︒
菊
藤
は
︑
真

宗
教
学
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
妙
好
⼈
の
定
義
の
検
討
︑
近
世
妙
好
⼈
伝
の
成
⽴
と
そ
の
過
程
︑
近

代
以
降
の
妙
好
⼈
に
み
ら
れ
る
真
宗
信
仰
に
対
す
る
鈴
⽊
の
体
系
的
解
釈
な
ど
︑
妙
好
⼈
研
究
全
体
を
網

羅
的
に
扱
ç
て
い
る
︒ 

 
鈴
⽊
の
思
想
全
体
を
横
断
的
か
つ
時
系
列
的
に
扱
ç
た
先
⾏
研
究
と
し
て
は
︑
末
村
⼆
〇
⼀
七
︑
⼆
〇

⼀
⼋
と
蓮
沼
⼆
〇
⼆
〇
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
末
村
は
︑
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
︑
⽇
本
語
論
考
の
両
⽅
を
検
討

し
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
か
ら
⼀
九
四
〇
年
代
に
⾄
ç
て
展
開
さ
れ
る
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
︑
通
時
的
に
続
く

鈴
⽊
の
思
想
の
流
れ
と
し
て
確
認
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
末
村
の
主
張
で
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
検
討

す
る
上
で
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
に
お
け
る
鈴
⽊
の
仕
事
は
通
過
点
と
し
て
扱
わ
れ
︑
そ
れ
⾃
体
は
主
題
化
さ

れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
蓮
沼
に
よ
る
鈴
⽊
の
思
想
全
体
を
体
系
的
に
解
釈
す
る
試
み
は
評
価
に
値
す
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
議
論
の
中
⼼
と
な
る
の
は
︑
鈴
⽊
と
﹁
︵
臨
済
︶
禅
﹂
と
の
関
わ
り
で
あ
り
︑
さ
ら
に
︑

分
析
対
象
と
し
て
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
は
︑
な
お
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
︒ 

 
鈴
⽊
の
浄
⼟
教
理
解
あ
る
い
は
真
宗
理
解
を
中
⼼
的
に
扱
ç
た
先
⾏
研
究
と
し
て
は
︑
近
年
の
研
究
に

池
⽥
⼆
〇
⼆
⼆
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
池
⽥
の
研
究
の
⽬
的
は
︑
真
宗
理
解
の
中
に
鈴
⽊
の
浄
⼟
教
思
想
を
位

置
づ
け
る
こ
と
で
あ
ç
た
︒
末
村
︑
蓮
沼
ら
の
先
⾏
研
究
に
お
い
て
は
︑
鈴
⽊
の
浄
⼟
教
思
想
が
体
系
的

な
形
と
な
ç
て
発
展
さ
れ
る
の
が
⼀
九
四
〇
年
代
以
降
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
︒

池
⽥
も
ま
た
︑
そ
の
意
⾒
を
踏
襲
し
︑
研
究
の
範
囲
設
定
を
⼀
九
四
〇
年
代
以
降
と
し
て
い
る
︒
本
研
究

は
︑
鈴
⽊
の
経
験
主
義
的
な
真
宗
理
解
に
お
け
る
妙
好
⼈
理
解
を
検
討
す
る
点
に
お
い
て
︑
池
⽥
の
研
究
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と
関
⼼
を
共
有
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
池
⽥
の
研
究
で
は
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
が
検
討

さ
れ
て
い
な
い
︒
本
研
究
で
扱
う
分
析
対
象
は
︑
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
鈴
⽊
の
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
英
⽂

論
考
の
再
検
討
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
の
英
⽂
論
考
に
お
い
て
︑
七
⾥
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
鈴
⽊
は
⼀
九
⼆
五
年
のSM

TM

に
お
い
て
︑
主
と
し
て
﹃
七
⾥

⽼
師
語
録
﹄
︵
以
下
︑
七
⾥
語
録
︶
を
英
語
へ
翻
訳
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
鈴
⽊
が
﹁
⼈
﹂
を
通
し
て
真

宗
理
解
を
試
み
た
事
実
と
し
て
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
注
⽬
に
⾔
及
す
る
も
の
と
し
て
︑
古
⽥
⼀
九
⼋
七
︑B

lum

⼆
〇
〇
⼋
︑

D
obbins

⼆
〇
⼀
五
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
古
⽥
は
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
に
鈴
⽊
に
よ
ç
て
七
⾥
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
こ
と
が
︑
後
の
妙
好
⼈
へ
の
関
⼼
に
連
な
る
﹁
遠
由
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑B

lum

や

D
obbins

は
︑
七
⾥
を
妙
好
⼈
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
ど
れ
も
が
︑
七
⾥
を
妙
好
⼈
と
し
て

扱
い
︑
本
格
的
に
そ
の
意
義
を
明
確
な
も
の
と
は
し
て
い
な
い
︒ 

 
本
研
究
で
取
り
扱
う
分
析
対
象
は
︑
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
け
る
﹁
⼈
﹂
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
︒
七

⾥
も
ま
た
︑
鈴
⽊
の
真
宗
理
解
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
﹁
⼈
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
注
⽬
は
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
に
七
⾥
を

含
め
る
こ
と
は
後
に
詳
述
す
る
が
︑
本
研
究
で
は
︑
鈴
⽊
の
七
⾥
へ
の
⾔
及
を
考
察
す
る
こ
と
が
︑
本
節

第
⼆
項
で
述
べ
た
⼆
つ
の
問
題
に
解
答
し
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒ 

 

第
四
項
 

本
研
究
の
構
成 

 
本
研
究
は
︑
⼆
章
＋
結
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒ 
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本
論
稿
の
第
⼀
章
第
⼀
節
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
ç
て
七
⾥
が
扱
わ
れ
る
に
⾄
る
ま
で
の
背
景
を
確
認
す
る
︒

そ
の
確
認
に
あ
た
ç
て
︑
ま
ず
前
提
と
な
る
の
は
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
を
他
⼒
神
秘
家
と
し
て
紹
介
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
筆
者
は
︑
鈴
⽊
の
神
秘
主
義
理
解
に
も
⾔
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

第
⼆
節
で
は
︑
七
⾥
の
半
⽣
の
来
歴
を
確
認
す
る
︒
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
関
⼼
は
︑
⼀
九
⼆
四
年
の

﹃
中
外
⽇
報
﹄
誌
上
の
連
載
に
お
い
て
七
⾥
語
録
が
扱
わ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
そ
の
後
︑
鈴
⽊
は
七
⾥

語
録
を
英
語
へ
と
翻
訳
す
る
の
で
あ
る
が
︑
鈴
⽊
の
関
⼼
が
七
⾥
の
ど
の
点
に
あ
ç
た
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
︒
第
三
節
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
語
録
の
英
語
翻
訳
︵SM

TM

︶
の
概
要
を
述
べ
る
︒
ま
た
︑

⼀
九
⼆
四
年
の
﹃
中
外
⽇
報
﹄
誌
上
に
お
け
る
連
載
内
容
とSM

TM

と
の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
︒
第

四
節
で
は
︑
七
⾥
が
妙
好
⼈
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
ç
た
原
因
の
究
明
を
試
み
る
︒ 

第
⼆
章
第
⼀
節
で
は
︑
妙
好
⼈
の
成
⽴
の
歴
史
を
概
観
す
る
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
は
⾔
う
な
れ
ば
︑
鈴

⽊
の
﹁
宗
教
﹂
理
解
の
具
体
的
事
例
の
表
現
と
い
ç
て
よ
い
︒
そ
の
た
め
︑
鈴
⽊
は
い
か
な
る
﹁
宗
教
﹂

理
解
の
も
と
に
︑
妙
好
⼈
を
認
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
鍵

概
念
と
な
る
﹁
霊
性
﹂
に
つ
い
て
は
︑
第
⼆
節
で
扱
う
︒
第
三
節
で
は
︑
鈴
⽊
に
と
ç
て
妙
好
⼈
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
論
証
を
通
し
て
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
を
明
確
に
し
︑
そ
の
範

囲
と
限
界
を
⾒
定
め
た
い
︒ 

 
結
章
第
⼀
節
で
は
︑
第
⼆
章
ま
で
に
検
討
し
た
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
⽰
す
︒

そ
し
て
︑
結
論
と
し
て
︑
そ
の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
の
限
界
の
克
服
を
鈴
⽊
の
思
索
か
ら
⾒
出
し
︑
妙
好
⼈

像
を
広
い
視
野
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
を
試
み
る
︒

 
 

⼀ 

鈴
⽊
が
具
体
的
な
⼈
物
を
通
し
て
宗
教
的
意
義
を
究
明
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
︒
坂
東
⼀
九
九
三
︑
⼀
⼀
五‒

⼀
⼀
六
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で
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

⼤
拙
の
禅
思
想
史
研
究
が
︑
単
に
思
想
と
実
践
の
探
求
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
︑
菩
提
達
磨
・
慧
能
・
臨
在
・
趙
州
・

⽩
隠
︑
あ
る
い
は
無
難
・
盤
珪
と
い
r
た
具
体
的
⼈
間
像
へ
の
関
⼼
と
離
れ
て
⾏
わ
れ
な
か
r
た
と
同
様
に
︑
⼤
拙
の

浄
⼟
思
想
の
解
明
も
︑
曇
鸞
・
親
鸞
・
蓮
如
の
教
家
・
思
想
家
に
相
承
さ
れ
た
念
仏
思
想
の
み
な
ら
ず
︑
庄
松
・
吉
兵

衛
・
お
そ
の
・
才
市
と
い
r
た
い
わ
ゆ
る
庶
⺠
念
仏
者
・
妙
好
⼈
像
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
⼼
と
絶
え
ず
密
接
な
関
連
を

保
r
て
い
た
︒
こ
れ
は
極
め
て
注
⽬
す
べ
き
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
い
な
む
し
ろ
⼤
拙
に
あ
r
て
は
︑
個
々
の
具

体
的
・
個
性
的
な
念
仏
者
を
⼿
が
か
り
に
︑
そ
れ
を
⽣
み
出
し
た
思
想
的
根
源
に
向
け
て
の
探
求
が
︑
浄
⼟
念
仏
の
宗

教
的
意
義
の
解
明
へ
と
導
い
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
浄
⼟
の
教
義
と
実
践
を
語
る
⼤
拙
の
叙
述
に
は
必
ず

⽣
き
て
い
る
具
体
的
﹁
⼈
﹂
の
上
に
求
め
た
と
⾔
r
て
よ
い
︒
彼
に
と
r
て
は
︑
⼈
を
離
れ
た
宗
教
的
談
義
は
空
理
・

空
論
で
し
か
な
か
r
た
で
あ
ろ
う
︒ 

⼆ 

坂
東
⼀
九
九
三
︑
⼆
三
︑
池
⽥
⼆
〇
⼆
⼆
︑
⼀
〇 

三 

菊
藤
⼆
〇
〇
九
︑
四
五
五 

四 

﹃
⼤
系
真
宗
資
料 

伝
記
編
⼋ 

妙
好
⼈
伝
﹄
京
都
⁄
法
藏
館
︑
⼆
〇
〇
九
︑
九 
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第
⼀
章
 

鈴
⽊
の
他
⼒
神
秘
家
論 

第
一
節 

成
立
背
景 

 
本
節
で
は
︑
第
⼀
項
か
ら
第
三
項
ま
で
は
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
以
前
の
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
語
録
へ
注
⽬
す
る

ま
で
の
略
歴
を
概
観
す
る
︒
第
四
項
と
第
五
項
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
が
他
⼒
神
秘
家
と
し
て
七
⾥
を
扱
う
に

⾄
る
ま
で
の
思
想
的
背
景
を
検
討
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
の
宗
教
観
に
は
︑
禅
思
想
と
神
秘
主
義
理
解
が

⼤
き
な
寄
与
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
そ
こ
に
関
し
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
四
項
で
は
︑
鈴
⽊
の
宗
教
に
対
す
る
基
本
的
態
度
を
確
認
し
︑
第
五
項
で
は
︑
禅
思

想
を
基
盤
と
し
た
彼
の
宗
教
理
解
が
︑
神
秘
主
義
理
解
へ
と
広
が
ç
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
み
て
い
く
︒ 

 

第
⼀
項
 

⼀
九
⼆
〇
年
代
ま
で
の
鈴
⽊
の
略
歴
と
宗
教
的
関
⼼ 

 
鈴
⽊
は
︑
⼀
⼋
七
〇
年
⼗
⽉
⼗
⼋
⽇
に
⽯
川
県
⾦
沢
市
本
多
町
に
⽣
ま
れ
た
︒
本
名
は
鈴
⽊
貞
太
郎
で

あ
り
︑
⼤
拙
と
い
う
名
は
鎌
倉
円
覚
寺
に
て
参
禅
し
て
い
た
と
き
の
居
⼠
号
⼀

で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
家
は
︑
前
⽥
家
で
筆
頭
家
⽼
を
務
め
て
い
た
本
多
家
の
家
中
で
あ
ç
た
︒
⽗
の
名
は
了
準
︵
ま
た

は
良
準
︑
柔
î
⼀
⼋
⼆
⼆–

⼀
⼋
七
六
︶
︑
⺟
の
名
は
増
︵
⼀
⼋
三
〇–

⼀
⼋
九
〇
︶
と
い
う
︒
⽗
は
医
者

で
儒
者
だ
ç
た
が
︑
鈴
⽊
が
六
歳
に
な
ç
た
ば
か
り
の
と
き
に
︑
五
⼗
四
歳
で
亡
く
な
ç
て
い
る
︒
鈴
⽊

が
浄
⼟
真
宗
に
触
れ
た
の
は
い
つ
の
頃
で
あ
ç
た
の
か
︒
﹁
⾦
沢
は
禅
宗
よ
り
も
真
宗
の
⽅
が
盛
ん
で
︑

わ
し
ら
の
⼦
供
の
時
分
で
は
浄
⼟
真
宗
と
い
は
な
い
で
⼀
向
宗
⼀
向
宗
と
い
つ
て
を
つ
た
﹂
⼆

と
鈴
⽊
⾃

⾝
が
語
る
よ
う
に
︑
⽯
川
県
を
含
む
北
陸
三
県
︵
⽯
川
︑
富
⼭
︑
新
潟
︶
は
真
宗
⼤
国
と
称
さ
れ
︑
盛
ん

な
真
宗
信
仰
が
み
ら
れ
る
︒
鈴
⽊
家
は
臨
済
宗
で
あ
ç
た
が
︑
⺟
の
増
は
浄
⼟
真
宗
の
秘
事
法
⾨
に
⼊
信
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し
て
い
た
︒
幼
少
で
あ
ç
た
鈴
⽊
に
は
︑
は
ç
き
り
と
し
た
記
憶
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
︑
増
は
息
⼦
貞

太
郎
を
秘
事
法
⾨
へ
⼊
信
さ
せ
た
よ
う
で
あ
ç
た
︒ 

そ
れ
か
ら
加
賀
に
は
こ
の
秘
事
法
⾨
ち
ふ
も
の
が
な
か
な
か
⾏
は
れ
て
を
つ
た
ら
し
い
ん
だ
な
︒
私

は
︑
あ
り
や
あ
ま
あ
九
つ
か
⼗
か
で
せ
う
ね
︑
そ
の
こ
ろ
で…

︵
中
略
︶…

⽗
が
亡
く
な
ç
た
の
は

六
つ
の
こ
ろ
だ
な
あ…

︵
中
略
︶…

そ
れ
で
何
も
⺟
親
の
真
宗
的
に
⾏
動
さ
れ
た
こ
と
は
覚
え
て
ゐ

な
い
で
す
ね
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
の
秘
事
法
⾨
ち
ふ
⽅
の
仲
間
に
⺟
は
⼊
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
気
が
す
る

ん
だ
︑
そ
れ
で
︑
秘
事
法
⾨
の
或
る
意
味
で
い
ふ
洗
礼
を
受
け
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
で
す
か
ね
︒

三 

増
は
⼀
⼋
七
⼋
年
に
夫
を
亡
く
し
︑
次
の
年
に
は
相
次
い
で
息
⼦
の
利
太
郎
が
夭
折
し
た
︒
そ
の
頃
の
増

の
様
⼦
を
鈴
⽊
は
﹁
⽬
が
悪
く
な
つ
て
︑
越
中
の
⿊
⾕
の
何
で
し
た
か
な
あ
︑
そ
こ
の
不
動
さ
ん
︵
富
⼭

県
中
新
川
郡
上
市
町
の
⼤
岩
不
動
︶
の
瀧
に
打
た
れ
に
⾏
つ
た
﹂
四

と
述
懐
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
増
は

熱
⼼
に
信
仰
す
る
あ
ま
り
︑
こ
の
⾏
動
が
原
因
と
な
ç
て
︑
⼊
院
す
る
こ
と
も
あ
ç
た
よ
う
で
あ
る
五

︒ 

鈴
⽊
は
﹁
加
賀
は
臨
済
宗
は
ま
れ
で
少
な
く
︑
曹
洞
宗
が
多
い
︑
そ
し
て
真
宗
が
強
か
つ
た
﹂
六

と
語
る
︒ 

 
増
が
五
⼗
九
歳
で
亡
く
な
ç
た
の
は
⼀
⼋
九
〇
年
四
⽉
⼋
⽇
で
あ
ç
た
︒
そ
れ
は
︑
鈴
⽊
が
⼆
⼗
歳
の

と
き
で
あ
り
︑
渡
⽶
す
る
七
年
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
増
の
死
の
翌
年
に
は
︑
神
⼾
に
い
る
次
兄
享
太
郎
を

訪
ね
て
︑
同
年
五
⽉
に
は
⾦
沢
を
離
れ
て
上
京
し
て
い
る
︒
鈴
⽊
は
⺟
の
死
後
︑
⺟
あ
る
い
は
⺟
性
に
つ

い
て
⾔
及
す
る
こ
と
が
多
か
ç
た
七

︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
鈴
⽊
に
と
ç
て
⺟
親
の
存
在
は
⼤
き
い
も
の
で
あ

ç
た
と
い
え
る
⼋

︒
こ
の
よ
う
に
︑
宗
教
⾊
が
濃
い
⼟
壌
と
強
烈
な
⺟
の
信
仰
態
度
に
︑
鈴
⽊
の
宗
教
的

関
⼼
は
育
ま
れ
て
い
ç
た
︒ 

 
増
の
死
後
に
上
京
し
た
鈴
⽊
は
︑
⼆
⼗
⼀
歳
の
と
き
に
鎌
倉
円
覚
寺
で
の
参
禅
を
開
始
し
て
い
る
︒
鈴
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⽊
は
⼆
⼗
⼆
歳
で
あ
ç
た
⼀
⼋
九
⼆
年
に
︑
円
覚
寺
管
⻑
と
な
ç
た
釈
宗
演
︵
⼀
⼋
五
九‒

⼀
九
⼀
九
︶

に
就
い
た
︒
以
来
︑
⼆
⼈
の
間
に
は
深
い
交
流
が
あ
り
︑
そ
れ
は
釈
宗
演
が
遷
化
す
る
ま
で
続
い
た
︒
約

⼗
⼀
年
間
に
も
わ
た
る
鈴
⽊
の
渡
⽶
⽣
活
は
︑
釈
宗
演
か
ら
の
勧
め
が
あ
ç
て
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

 
渡
⽶
中
に
﹃
⼤
乗
起
信
論
﹄
の
英
訳
﹃
⼤
乗
仏
教
概
論
﹄
︵O

utlines of M
ahayana Buddhism

, 
London , 1907

︶
を
出
版
︒
海
外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
鈴
⽊
は
︑
帰
国
後
に
東
京
帝
⼤
⽂
科
⼤
学
講
師
︑

学
習
院
⼤
学
教
授
を
経
て
︑
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
へ
着
任
す
る
︒
そ
も
そ
も
︑
鈴
⽊
が
招
か
れ
た
の
は
︑
﹁
⼤

正
⼗
年
︑
⻘
年
時
代
か
ら
の
知
⼰
佐
々
⽊
⽉
樵
や
⻄
⽥
と
の
縁
に
よ
ç
て
︑
⼤
⾕
⼤
学
へ
招
か
れ
る
因
縁

の
中
で
︑
真
宗
を
も
深
く
研
究
の
視
野
に
⼊
れ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
る
九

よ
う
に
︑
当
時
学
⻑
で
あ
ç
た

佐
々
⽊
⽉
樵
︵
⼀
⼋
七
五–

⼀
九
⼆
六
︶
や
⾦
沢
時
代
の
旧
友
で
あ
ç
た
⻄
⽥
幾
多
郎
︵
⼀
⼋
七
〇‒

⼀
九

四
五
︶
か
ら
の
勧
め
が
あ
ç
た
︒
同
年
に

The Eastern B
uddhist Society

︵
東
⽅
仏
教
徒
協
会
︶
を

佐
々
⽊
︑
⾚
沼
智
善
︵
⼀
⼋
⼋
四‒
⼀
九
三
七
︶
︑
⼭
辺
習
学
︵
⼀
⼋
⼋
⼆‒

⼀
九
四
四
︶
ら
と
と
も
に
創

設
し
た
︒ 

 
鈴
⽊
は
⼀
九
⼆
⼀
年
に
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
︵
現
在
の
⼤
⾕
⼤
学
︶
へ
着
任
し
て
い
る
︒
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
に

お
い
て
⼈
間
関
係
が
築
か
れ
︑
そ
の
関
係
性
の
中
で
浄
⼟
教
思
想
が
受
容
さ
れ
て
い
た
ç
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
鈴
⽊
は
⼀
九
⼆
六
年
に" The D

evelopm
ent of Pure Land D

octrine in B
uddhism

"

⼀
〇

と
い
う
英
⽂

論
考
を
刊
⾏
し
て
い
る
︒
⼀
九
⼆
〇
年
代
ま
で
の
論
考
を
⽐
較
す
る
と
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
扱
わ
れ

る
⽂
献
や
概
念
は
よ
り
専
⾨
的
な
も
の
に
な
ç
て
い
る
と
い
え
る
︒
と
い
う
の
も
︑
⼀
九
⼆
六
年
の
論
考

で
は
︑
﹃
無
量
寿
経
﹄
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
﹃
阿
弥
陀
経
﹄
の
浄
⼟
教
の
基
本
⽂
献
が
紹
介
さ
れ
︑
他
⼒
信

仰
の
阿
弥
陀
︑
浄
⼟
︑
本
願
︑
罪
業
の
観
念
︑
念
仏
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
浄
⼟
教
の
経
典
が
扱

わ
れ
︑
阿
弥
陀
や
念
仏
と
い
ç
た
浄
⼟
教
に
お
け
る
概
念
の
説
明
を
通
し
て
︑
鈴
⽊
の
中
で
浄
⼟
教
の
理
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解
が
深
め
ら
れ
て
い
る
過
程
を
み
る
と
︑
そ
の
論
考
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
⽐
べ
る
と
よ
り
専
⾨
性
が
⾼

く
な
ç
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

 
以
上
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
ま
で
の
鈴
⽊
の
略
歴
を
概
観
し
た
︒ 

第
⼆
項
 

真
宗
⼤
⾕
⼤
学
着
任
に
つ
い
て 

 
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
が
東
京
巣
鴨
か
ら
現
在
の
京
都
市
北
区
⼩
⼭
上
総
町
へ
移
転
さ
れ
た
の
は
⼀
九
⼀
三
年

九
⽉
⼗
五
⽇
⼀
⼀

の
こ
と
で
あ
る
︒
⼀
九
⼆
〇
年
九
⽉
に
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
学
則
の
改
変
に
よ
り
⼤
学
の
修

学
年
限
を
予
科
︑
本
科
︑
研
究
科
三
年
と
定
め
ら
れ
︑
学
科
科
⽬
の
﹁
宗
乗
﹂
﹁
余
乗
﹂
の
名
称
が
﹁
真

宗
学
﹂
﹁
仏
教
学
﹂
と
改
め
ら
れ
た
⼀
⼆

︒ 

 
⼀
九
⼆
⼀
年
三
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇
︑
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
の
開
講
科
⽬
に
は
﹁
英
語
︑
印
度
哲
学
 

学
師
鈴
⽊
貞

太
郎
﹂
と
﹁
英
語
︑
欧
州
近
代
語
 
マ
ス
タ
5
オ
ブ
ア
5
ツ
鈴
⽊
ビ
ア
ト
リ
ス
﹂
と
あ
り
︑
当
時
学
習
院

⼤
学
教
授
で
あ
ç
た
鈴
⽊
は
︑
妻
ビ
ア
ト
リ
ス
を
伴
ç
て
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
へ
着
任
し
た
︒
同
年
⼗
⽉
⼆
⼗

⼀
⽇
に
は
︑
⽂
部
⼤
⾂
よ
り
公
⽴
専
⾨
学
校
規
定
第
七
条
に
よ
ç
て
︑
鈴
⽊
は
英
語
と
印
度
哲
学
︑
妻
の

鈴
⽊
ビ
ア
ト
リ
ス
は
英
語
教
員
と
し
て
採
⽤
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
⼀
九
⼆
⼆
年
五
⽉
⼆
⼗
⽇
に
⼤
⾕
⼤
学
設
⽴
が
⽂
部
省
よ
り
認
可
さ
れ
︑
同
年
九
⽉
⼀
⽇
の
そ
の
開
講

科
⽬
に
は
﹁
禅
の
本
質
︑
英
語
 

鈴
⽊
⼤
拙
﹂
︑
⼀
九
⼆
三
年
に
は
﹁
英
⽂
学
︑
英
語
︑
⼤
乗
仏
教
学 

鈴
⽊
⼤
拙
﹂
が
確
認
で
き
る
︒
い
ず
れ
の
開
講
科
⽬
も
鈴
⽊
の
約
⼗
年
間
の
ア
メ
リ
カ
⽣
活
と
︑
そ
れ
ま

で
の
禅
仏
教
研
究
が
結
実
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
鈴
⽊
は
﹃
楞
伽
経
研
究
﹄
で
⼤
⾕
⼤
学
第
⼀
号
の

⽂
学
博
⼠
を
取
得
す
る
な
ど
の
研
究
業
績
を
残
し
︑
ま
た
浄
⼟
教
に
関
し
て
の
研
究
を
発
表
し
て
い
く
︒

鈴
⽊
に
お
い
て
深
ま
ç
て
い
く
浄
⼟
教
へ
の
理
解
は
︑
の
ち
に
﹃
浄
⼟
系
思
想
論
﹄
︵
⼀
九
四
⼆
年
︶
︑
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﹃
宗
教
経
験
の
事
実
︵
庄
松
底
を
題
材
と
し
て
︶
﹄
︵
⼀
九
四
三
年
︶
︑
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
︵
⼀
九
四
四

年
︶
︑
﹃
妙
好
⼈
﹄
︵
⼀
九
四
⼋
年
︶
と
し
て
著
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒ 

 
と
こ
ろ
で
︑
⼀
九
⼆
⼀
年
の
⼤
⾕
⼤
学
設
⽴
以
降
︑
鈴
⽊
が
実
際
に
⾝
を
置
く
⼤
⾕
⼤
学
は
真
宗
⼤
⾕

派
教
団
と
対
⽴
す
る
よ
う
な
形
で
激
動
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒ 

 
⼀
九
⼆
⼀
年
⼆
⽉
⼗
五
⽇
の
﹁
宗
報
﹂
で
は
︑
﹁
上
局
に
直
属
せ
し
め
︑
宗
意
を
闡
明
し
学
解
の
貫
綜

を
期
す
る
を
⽬
的
﹂
⼀
三

と
し
て
︑
﹁
真
宗
⼤
⾕
派
の
最
⾼
の
宗
意
安
⼼
決
定
機
関
﹂
⼀
四

で
あ
る
侍
董
寮

が
本
⼭
内
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
︒
侍
董
寮
へ
の
出
仕
が
命
じ
ら
れ
た
﹁
講
師
﹂
に
は

﹁
南
條
⽂
雄
︑
池
原
雅
寿
︑
⽯
川
了
因
︑
豊
満
春
洞
︑
斎
藤
唯
信
︑
廣
瀬
守
⼀
﹂
で
︑
﹁
嗣
講
﹂
に
は

﹁
中
島
覚
亮
︑
内
記
⿓
⾈
︑
上
杉
⽂
秀
︑
⻤
頭
覚
道
︑
河
野
法
雲
︑
住
⽥
智
⾒
︑
佐
々
⽊
⽉
樵
︑
⼭
⽥
⽂

昭
﹂
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
︒
侍
董
寮
の
活
動
報
告
は
﹁
宗
報
﹂
第
⼆
三
⼆
号
︵
⼀
九
⼆
⼀
年
⼆
⽉
発

刊
︶
以
降
︑
継
続
し
て
報
告
さ
れ
て
お
り
︑
出
仕
命
令
が
下
ç
た
全
員
が
例
会
に
出
席
す
る
の
で
は
な
く
︑

三
{
⽉
ご
と
に
出
仕
者
が
交
替
し
て
出
席
す
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
︒
⼀
九
⼆
三
年
三
⽉
に
は

﹁
内
記
内
事
局
⻑
逝
去
﹂
︑
同
年
⼋
⽉
に
は
﹁
⽯
川
講
師
逝
去
﹂
︑
⼀
九
⼆
四
年
⼗
⽉
に
は
﹁
中
島
講
師

逝
去
﹂
と
し
て
侍
董
寮
出
仕
者
の
逝
去
が
伝
え
ら
れ
る
⼀
⽅
で
︑
出
仕
者
の
増
員
を
伝
え
る
記
事
は
み
ら

れ
な
い
︒ 

 
⼀
九
⼆
三
年
に
⼤
⾕
⼤
学
設
⽴
の
認
可
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
⽬
指
し
て
︑
⼀
九
⼆
〇
年
頃
か
ら
⼤
学
の

拡
充
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
認
可
前
後
三
年
間
の
開
講
科
⽬
と
担
当
者
を
み
る
と
⼀
九
⼆
⼆
年
と

⼀
九
⼆
三
年
︵
以
下
ハ
イ
フ
ン
で
繋
い
だ
カ
ギ
括
弧
の
前
者
は
⼆
⼆
年
の
開
講
科
⽬
︑
後
者
は
⼆
三
年
の

開
講
科
⽬
で
あ
る
︶
で
は
︑ 

﹁
唯
識
学
・
豊
満
春
洞
﹂―

﹁
⼤
乗
仏
教
学 

豊
満
春
洞
﹂ 
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﹁
真
宗
学
・
唯
識
学 

斎
藤
唯
信
﹂―

﹁
⼤
乗
仏
教
学
・
仏
教
概
論
・
斎
藤
唯
信
﹂ 

﹁
真
宗
学
・
中
島
覚
亮
﹂―

﹁
真
宗
学
・
中
島
覚
亮
﹂ 

﹁
真
宗
学
・
⼤
乗
仏
教
学 

河
野
法
雲
﹂―

﹁
真
宗
学
・
華
厳
学
・
河
野
法
雲
﹂ 

﹁
経
典
研
究
・
佐
々
⽊
⽉
樵
﹂―

﹁
⼤
乗
仏
教
学
・
佐
々
⽊
⽉
樵
﹂ 

と
あ
る
⼀
五

︒
宗
意
に
基
づ
い
て
宗
⾨
に
お
け
る
最
⾼
決
定
機
関
で
あ
る
侍
董
寮
出
仕
者
は
︑
同
時
に
⼤

⾕
⼤
学
の
真
宗
学
を
担
う
教
授
で
も
あ
ç
た
︒
⼀
九
⼆
七
年
⼗
⼀
⽉
⼆
⼗
九
⽇
︑
侍
董
寮
総
会
に
お
い
て

⾦
⼦
⼤
栄
︵
⼀
⼋
⼋
⼀‒

⼀
九
七
六
︶
の
論
述
が
宗
意
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
宗
意
に
反
す
る

と
い
う
議
論
が
﹁
豊
満
春
洞
︑
斎
藤
唯
信
︑
広
瀬
守
⼀
︑
河
野
法
雲
︑
上
杉
⽂
秀
﹂
ら
講
師
た
ち
が
出
席

す
る
中
で
⾏
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
議
論
は
⼀
九
⼆
⼋
年
に
⾦
⼦
が
⼤
学
へ
辞
表
を
提
出
す
る
事

態
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
と
な
る
︒
⾦
⼦
の
問
題
に
対
し
て
学
⽣
た
ち
は
学
⽣
⼤
会
を
開
催
し
︑
⾦
⼦
の

﹁
辞
表
撤
回
﹂
に
関
し
て
︑
⼀
時
は
学
⽣
ス
ト
ラ
イ
キ
に
な
る
よ
う
な
形
勢
で
あ
ç
た
︒ 

 
⼀
⽅
︑
⼀
九
三
〇
年
の
春
︑
今
度
は
曽
我
量
深
に
対
し
て
﹁
宗
義
違
反
﹂
の
声
が
⾼
ま
る
よ
う
に
な
る
︒

同
年
三
⽉
⼆
⼗
四
⽇
に
曽
我
は
辞
職
を
決
意
し
︑
翌
⽇
に
当
時
学
⻑
で
あ
ç
た
稲
葉
円
成
に
辞
表
を
提
出

し
て
い
る
︒
こ
の
と
き
も
⾦
⼦
の
と
き
と
同
様
に
学
⽣
た
ち
は
全
学
学
⽣
⼤
会
を
開
催
し
︑
ま
た
本
⼭
教

学
部
⻑
の
会
⾒
を
要
求
す
る
抗
議
⾏
動
に
⼊
る
︒
曽
我
の
辞
職
を
め
ぐ
る
問
題
は
︑
⼤
⾕
⼤
学
が
専
任
教

授
会
を
開
き
︑
教
授
陣
総
辞
職
︑
ま
た
全
職
員
会
も
職
員
総
辞
職
を
決
定
し
︑
稲
葉
学
⻑
へ
辞
表
を
提
出

し
た
︒
さ
ら
に
は
︑
学
⽣
に
も
総
退
学
の
決
意
を
固
め
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
︒
鈴
⽊
は
こ
の
騒
動
の
中
︑

ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
ç
た
の
か
︒ 

 
⼀
九
三
〇
年
﹃
⼤
⾕
⼤
学
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
⼤
学
⼤
学
の
ス
ト
ラ
ヰ
キ
事
件
に
対
す
る
談
話
﹂

⼀
六

で
︑
鈴
⽊
は
﹁
今
度
の
問
題
に
就
い
て
は
私
は
別
段
意
⾒
は
持
つ
て
ゐ
な
い
﹂
と
冒
頭
で
発
⾔
し
て
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い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
鈴
⽊
の
発
⾔
は
公
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
実
際
に
は
異
な
ç
た
発
⾔
が
あ

ç
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
が
︑
岩
倉
政
治
︵
⼀
九
〇
三–

⼆
〇
〇
〇
︶
で
あ
る
︒

岩
倉
は
鈴
⽊
の
息
⼦
・
ア
ラ
ン
が
思
春
期
頃
に
︑
い
わ
ゆ
る
家
庭
教
師
と
し
て
⾯
倒
を
⾒
て
い
た
⼈
物
で

あ
る
︒
岩
倉
は
⾦
⼦
・
曽
我
の
⼤
学
辞
職
の
騒
動
が
あ
ç
た
と
き
︑
学
⽣
ス
ト
ラ
イ
キ
の
最
前
線
で
活
動

し
て
い
た
︒
そ
の
こ
ろ
の
鈴
⽊
と
の
や
り
と
り
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

先
⽣
は
︑
し
ば
し
ば
︑
本
願
寺
当
局
の
頑
愚
さ
を
﹁
困
ç
た
連
中
さ
！
﹂
と
⽂
字
ど
お
り
唾
棄
す
る

こ
と
が
あ
ç
た
︒
だ
か
ら
︑
私
た
ち
が
⾦
⼦
⼤
榮
⽒
や
曽
我
量
深
⽒
の
﹁
異
安
⼼
﹂
の
か
ど
に
よ
る

⼤
学
追
放
に
抗
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
⽴
ち
上
が
ç
た
と
き
︑
先
⽣
は
私
に
対
し
て
︑
﹁
⼤
い
に
や
れ
﹂

と
激
励
し
た
︒
﹁
や
ら
ね
ば
連
中
は
わ
か
ら
ん
の
だ
﹂
と
も
い
ç
た
︒
そ
う
い
う
と
き
の
先
⽣
の
こ

と
ば
は
断
⾔
的
で
実
に
烈
し
か
ç
た
⼀
七

︒ 

学
⽣
総
退
学
の
事
態
に
際
し
て
﹁
数
⽇
間
ほ
と
ん
ど
不
眠
不
休
の
あ
げ
く
に
や
ç
て
き
た
こ
の
打
撃
で
私

は
前
後
の
⾒
境
も
な
く
︑
み
ず
か
ら
退
学
を
決
意
し
た
﹂
岩
倉
に
対
し
︑
指
導
教
授
で
あ
ç
た
鈴
⽊
は
︑

ハ
ワ
イ
で
⾏
わ
れ
る
仏
教
⻘
年
学
⽣
国
際
会
議
へ
の
参
加
を
促
す
︒
さ
ら
に
は
︑
そ
の
旅
費
の
か
な
り
の

部
分
を
鈴
⽊
が
負
担
し
た
と
あ
る
︒
こ
の
鈴
⽊
の
公
に
し
て
い
る
発
⾔
と
︑
岩
倉
に
向
け
た
発
⾔
は
⼀
致

し
な
い
︒
し
か
し
︑
退
学
を
決
意
し
た
岩
倉
に
対
す
る
旅
費
の
援
助
が
あ
ç
た
こ
と
を
み
る
と
︑
岩
倉
が

直
接
に
⾒
聞
き
し
た
鈴
⽊
の
姿
は
︑
よ
り
実
際
の
態
度
に
近
い
と
い
え
る
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
鈴
⽊

が
本
願
寺
当
局
に
対
し
て
﹁
困
ç
た
連
中
﹂
と
評
価
し
︑
学
⽣
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
後
押
し
し
た
こ
と
は
︑

少
な
く
と
も
鈴
⽊
の
態
度
と
︑
⾦
⼦
や
曽
我
の
⼤
学
辞
職
を
決
定
し
た
本
願
寺
当
局
の
態
度
に
は
相
違
が

あ
ç
た
こ
と
を
⽰
唆
し
て
い
る
︒
以
上
︑
⼤
⾕
⼤
学
を
中
⼼
と
し
て
⾏
わ
れ
た
教
員
排
斥
︑
そ
れ
に
対
す

る
学
⽣
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
︑
い
わ
ば
⼤
学
内
で
の
政
治
的
な
動
き
に
対
し
︑
鈴
⽊
が
ど
の
よ
う
な
意
⾒
を
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有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
︒ 

 
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
明
確
な
よ
う
に
︑
鈴
⽊
は
権
威
か
ら
の
圧
迫
を
容
認
せ
ず
︑
個
々
の
内
⾯
か
ら
沸

き
起
こ
る
⾃
主
性
を
重
ん
じ
て
い
た
︒
本
項
で
み
て
き
た
よ
う
に
︑
⼀
九
⼆
〇
年
代
に
お
け
る
⼤
学
内
で

の
激
動
の
中
で
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
の
翻
訳
に
着
⼿
し
て
い
る
︒
鈴
⽊
が
七
⾥
へ
注
⽬
し
て
い
く
過
程
に

は
︑
こ
の
よ
う
が
背
景
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒ 

 

第
三
項
 

﹃
教
⾏
信
証
﹄
へ
の
批
判
的
態
度 

 
本
項
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
﹃
教
⾏
信
証
﹄
へ
の
批
判
的
態
度
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
⼀
九
⼆
〇

年
代
に
お
い
て
は
七
⾥
語
録
へ
の
注
⽬
が
み
ら
れ
る
⼀
⽅
で
︑
鈴
⽊
は
﹃
教
⾏
信
証
﹄
を
厳
し
く
批
判
し

て
い
る
⼀
⼋

︒
ま
ず
は
︑
そ
の
批
判
的
な
態
度
が
み
ら
れ
る
鈴
⽊
の
論
説
を
確
認
し
て
い
く
︒
⼀
九
⼆
⼋

年
の
﹁
真
宗
雑
観
﹂
で
︑
鈴
⽊
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

⼀
︑
﹃
教
⾏
信
証
﹄
は
何
と
云
ふ
て
も
学
者
の
著
述
だ
︒
そ
れ
故
こ
れ
は
専
⾨
の
⼈
で
な
い
と
わ
か

ら
ぬ
︒
﹃
歎
異
抄
﹄
な
ら
︑
普
通
に
宗
教
意
識
の
働
く
も
の
が
読
ん
で
も
わ
か
る
︒
そ
し
て
そ
れ
に

動
か
さ
れ
得
る
︒
別
に
思
索
⼒
が
鋭
く
な
く
て
も
︑
学
問
が
深
く
な
く
て
も
よ
い
︒
⼀
九 

ま
た
︑ ⼀

︑
講
釈
に
囚
は
れ
︑
﹃
教
⾏
信
証
﹄
に
縛
ら
れ
て
︑
⾃
釈
の
⽂
字
の
み
を
詮
議
す
る
も
の
を
賢
者

と
云
ふ
︑
⼜
博
⼠
た
ち
と
云
ふ
︒
そ
ん
な
⼈
に
は
宗
教
の
﹁
妙
趣
﹂
が
わ
か
る
理
屈
が
な
い
︒
﹃
歎

異
抄
﹄
の
云
ふ
通
り
で
あ
る
︒
そ
れ
で
わ
し
は
親
鸞
聖
⼈
に
﹃
教
⾏
信
証
﹄
が
な
か
つ
た
ら
よ
い
と

云
ふ
の
だ
︒
⼆
〇 
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ま
ず
は
︑
こ
う
し
た
批
判
的
態
度
の
前
提
と
し
て
︑
鈴
⽊
の
批
判
が
浄
⼟
真
宗
全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
鈴
⽊
の
批
判
対
象
は
︑

あ
く
ま
で
も
﹃
教
⾏
信
証
﹄
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
事
実
︑
鈴
⽊
は
﹁
別
に
⼈
の
た

め
に
説
法
し
よ
う
と
も
せ
ず
︑
⼜
学
匠
仲
間
で
哲
学
の
議
論
を
や
る
も
の
で
も
な
い
︑
唯
円
坊
な
ら
唯
円

坊
が
︑
平
⽣
先
⽣
か
ら
︑
折
に
ふ
れ
て
偶
爾
に
そ
の
⼼
持
ち
を
表
⽩
せ
ら
れ
た
の
を
︑
そ
の
⽿
に
留
め
て

お
い
て
︑
異
安
⼼
の
も
の
の
出
来
た
の
を
嘆
き
つ
つ
︑
そ
の
⼀
︑
⼆
を
書
き
つ
け
た
﹂
⼆
⼀
も
の
と
し
て
︑

﹃
歎
異
抄
﹄
を
⾼
く
評
価
し
て
い
る
︒ 

 
鈴
⽊
が
激
し
く
向
け
た
批
判
は
︑
﹃
教
⾏
信
証
﹄
の
い
か
な
る
点
に
対
し
て
で
あ
る
の
か
︒
鈴
⽊
が

﹃
教
⾏
信
証
﹄
は
﹁
専
⾨
の
⼈
で
な
い
と
わ
か
ら
ぬ
﹂
︑
﹁
⽂
字
の
み
を
詮
議
す
る
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑

こ
う
し
た
批
判
的
な
態
度
が
向
け
ら
れ
る
の
は
︑
鈴
⽊
が
﹃
教
⾏
信
証
﹄
を
学
者
然
と
し
た
衒
学
的
な
性

格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
批
判
的
な
態
度
は
︑
前
項

で
確
認
し
て
き
た
権
威
的
な
⽴
場
か
ら
の
圧
迫
へ
の
鈴
⽊
に
よ
る
反
発
的
な
態
度
に
も
相
通
じ
る
と
い
え

よ
う
︒ 

 
で
は
︑
鈴
⽊
の
﹃
教
⾏
信
証
﹄
へ
の
批
判
的
態
度
は
︑
鈴
⽊
の
⽣
涯
を
通
し
て
固
持
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
ç
た
の
か
︒
こ
れ
に
対
す
る
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑
鈴
⽊
に
お
い
て
﹃
教
⾏
信
証
﹄
に
対
す

る
こ
う
し
た
捉
え
⽅
に
は
︑
よ
り
積
極
的
な
⽅
向
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
後

に
考
察
す
る
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
の
特
徴
と
そ
の
範
囲
︑
そ
し
て
︑
そ
の
限
り
を
克
服
す
る
と
い
う
本
研
究

の
⽬
的
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
︒
結
章
で
の
議
論
は
︑
こ
の
問
題
を
起
点
と
し
て
い
る
︒ 
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第
四
項
 

鈴
⽊
の
宗
教
理
解 

 
鈴
⽊
の
宗
教
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ç
た
の
か
︒
ま
ず
は
鈴
⽊
の
⽐
較
的
初
期

の
著
作
⼆
⼆
か
ら
︑
彼
の
思
想
を
紹
介
し
て
い
こ
う
︒
周
知
の
通
り
︑
鈴
⽊
⾃
⾝
は
禅
宗
の
修
⾏
者
で
あ

ç
た
こ
と
か
ら
︑
⼀
九
⼀
〇
年
代
か
ら
⼀
九
⼆
〇
年
代
の
著
作
に
は
禅
に
関
す
る
も
の
が
中
⼼
を
占
め
て

い
る
︒ 鈴

⽊
⼤
拙
の
永
い
⼀
⽣
に
お
け
る
宗
教
的
関
⼼
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
及
ん
だ
︒…

︵
中
略
︶…

し

か
し
︑
そ
の
基
本
的
流
れ
は
⼤
乗
仏
教
の
般
若
・
空
の
思
想
︑
⼀
⼝
に
⾔
ç
て
︑
禅
思
想
で
あ
ç
た

と
⾔
え
よ
う
︒
禅
思
想
家
と
し
て
の
出
発
点
を
な
し
た
も
の
は
⾔
う
ま
で
も
な
く
⼆
⼗
六
歳
の
時
に

鎌
倉
円
覚
寺
で
釈
宗
演
の
膝
下
に
お
い
て
得
た
⾒
性
体
験
で
あ
ç
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ぬ
事
実
で

あ
る
︒
⼆
三 

坂
東
に
よ
る
と
︑
多
岐
に
及
ん
だ
鈴
⽊
の
宗
教
的
関
⼼
の
出
発
点
と
な
ç
た
の
は
﹁
禅
思
想
﹂
で
あ
ç
た
︒

で
は
︑
鈴
⽊
は
禅
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
鈴
⽊
は
﹃
禅
の
研
究
﹄
︵
⼀
九
⼀

六
年
︶
の
冒
頭
で
﹁
修
禅
の
初
⼀
歩
は
取
り
敢
へ
ず
悟
り
に
在
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
⼆
四

と
説
明
し
︑

そ
し
て
︑
こ
の
書
の
⽬
的
が
﹁
そ
の
悟
り
に
到
ら
ん
と
す
る
⽅
法
・
⼿
段
・
⼜
は
途
⾏
は
︑
如
何
に
し
て

変
遷
し
て
来
た
か
と
云
ふ
こ
と
に
つ
き
て
⼀
⾔
﹂
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒ 

禅
の
特
⾊
は
何
か
と
尋
ね
た
ら
︑
⼀
⾔
に
﹁
悟
り
即
ち
是
れ
﹂
と
道
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
さ
う
し
て
此

悟
り
と
は
疑
に
対
す
る
⾔
葉
で
あ
る
︒
故
に
禅
に
⼊
る
始
め
に
は
疑
な
る
も
の
が
何
か
の
形
式
で
這

⼊
つ
て
を
つ
た
に
相
違
い
な
い
︒
さ
う
し
て
疑
は
智
慧
分
別
上
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
禅
の
第
⼀
歩

は
分
別
⼒
を
仮
り
て
踏
み
出
さ
れ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
︑
即
ち
悟
り
を
開
く
⽅
法
の
所
依
は
此

分
別
⼒
で
あ
る
︒
⼆
五 
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鈴
⽊
に
よ
れ
ば
禅
に
は
﹁
悟
り
を
開
く
﹂
た
め
の
修
養
的
な
⽅
法
が
あ
り
︑
そ
の
⽅
法
の
最
初
の
段
階
と

し
て
﹁
疑
﹂
の
段
階
が
あ
る
︒
﹁
疑
﹂
が
⽣
じ
て
く
る
の
は
︑
⼈
間
の
﹁
分
別
⼒
﹂
に
よ
ç
て
物
事
を
差

別
的
に
み
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
悟
り
を
開
く
﹂
た
め
に
必
要
な
過
程
に
は
﹁
疑
﹂
と
﹁
分
別
﹂

が
あ
る
︒
ま
た
︑
鈴
⽊
は
﹁
智
慧
分
別
﹂
に
含
ま
れ
る
﹁
智
慧
﹂
に
関
し
て
⼆
つ
の
側
⾯
か
ら
説
明
し
て

い
る
︒ 智

慧
と
云
ふ
も
の
を
︑
⼤
体
⼆
に
分
け
て
︑
⼀
の
智
慧
は
︑
学
問
の
上
で
我
々
が
学
ぶ
︑
他
⼈
か
ら

伝
へ
ら
れ
︑
そ
し
て
そ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
の
出
来
る
智
慧
︑̶

̶

例
へ
ば
我
々
が
数
学
を
学
ぶ
に

し
て
も
︑
誰
か
前
に
数
学
の
先
⽣
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
先
⽣
に
教
は
れ
ば
︑
⼆
年
三
年
の
間
に

は
︑
そ
の
智
慧
を
伝
へ
ら
れ
る
︑
さ
う
し
て
︑
そ
れ
を
受
取
る
こ
と
が
出
来
る
︒…

︵
中
略
︶…

然

し
な
が
ら
世
の
中
に
は
さ
う
云
ふ
⾵
に
し
て
は
修
得
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
⼀
つ
の
智
慧
が
あ
る
︒

こ
れ
は
⼈
か
ら
教
へ
ら
れ
る
︑
他
か
ら
伝
へ
ら
れ
る
と
云
ふ
よ
り
も
︑
⾃
分
の
中
か
ら
⾃
然
に
開
発

す
る
と
こ
ろ
の
智
で
あ
る
︒
⼆
六 

智
慧
と
は
︑
こ
こ
で
い
わ
れ
る
﹁
学
習
す
る
こ
と
の
で
き
る
﹂
能
⼒
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
禅
は
﹁
⾃
か
ら

漢
⽂
学
の
素
養
を
要
求
﹂
⼆
七

し
︑
﹁
い
く
ら
か
の
⽂
学
を
知
つ
て
い
居
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
︑
鈴
⽊

は
述
べ
る
⼆
⼋

︒
な
ぜ
な
ら
﹁
仏
教
全
体
の
た
て
か
た
に
も
何
に
も
通
じ
な
い
で
︑
い
き
な
り
隻
⼿
の
⾳

声
を
聞
い
て
も
此
事
実
と
教
理
と
の
関
係
が
充
分
に
分
か
ら
ぬ
﹂
⼆
九

と
さ
れ
る
よ
う
に
︑
禅
の
修
養
的

訓
練
に
お
い
て
﹁
隻
⼿
の
⾳
声
﹂
と
は
何
で
あ
る
か
と
突
然
問
わ
れ
た
と
き
︑
禅
に
必
要
な
知
識
の
学
習

が
な
け
れ
ば
問
わ
れ
て
い
る
内
容
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
う
⼀
つ
は
﹁
⾃
分
の
中
か
ら
⾃
然
に

開
発
す
る
と
こ
ろ
の
智
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
智
﹂
と
は
︑
禅
宗
に
特
徴
的
な
も
の
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
先
述
し
た
学
習
に
よ
ç
て
習
得
さ
れ
る
能
⼒
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
﹁
⾃
分
の
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中
か
ら
⾃
然
に
開
発
す
る
﹂
と
は
︑
つ
ま
り
︑
⼈
間
を
内
的
に
深
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
学
習
能
⼒
で
は
︑
そ
の
深
化
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
禅
宗
で
は
︑
⼈
間
の
内

的
深
化
へ
と
繋
が
る
修
養
的
⽅
法
が
提
⽰
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
公
案
﹂
で
あ
る
︒
禅
宗
に
お
け

る
修
養
的
⽅
法
と
し
て
提
⽰
さ
れ
る
﹁
公
案
﹂
は
︑
い
か
な
る
⽅
法
を
も
ç
て
⼈
間
の
内
的
深
化
を
⽬
指

す
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

禅
は
分
別
⼒
を
超
越
し
て
を
る
と
云
ふ
け
れ
ど
も
︑
其
超
越
の
事
実
を
⾃
覚
せ
し
め
ん
と
す
る
に

は
︑
此
分
別
⼒
の
根
底
を
尽
し
て
⾒
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
か
く
の
如
く
わ
が
分
別
思
慮
の
根
底
を
尽
さ

し
む
る
も
の
︑
こ
れ
を
公
案
と
云
ふ
︒
禅
は
公
案
に
よ
り
て
向
上
の
途
に
進
む
階
梯
を
得
る
も
の

と
し
て
よ
い
︒
三
〇 

鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑
﹁
公
案
﹂
は
︑
﹁
分
別
⼒
を
超
越
す
る
﹂
︑
ま
た
は
﹁
分
別
思
慮
の
根
底
﹂
を
尽
す
こ

と
を
⽬
指
し
た
修
養
的
⽅
法
で
あ
る
︒
﹁
分
別
⼒
を
超
越
す
る
﹂
︑
ま
た
は
﹁
分
別
思
慮
の
根
底
﹂
を
尽

す
と
い
ç
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
考
察
す
る
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
そ
の
修
養
的
⽅
法
と
し
て
の
禅
の

﹁
公
案
﹂
は
﹁
向
上
の
途
に
進
む
階
梯
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
鈴
⽊
は
禅
思
想
を
基
盤
と
し
︑
以

下
の
よ
う
な
過
程
に
よ
ç
て
宗
教
理
解
を
試
み
て
い
る
︒
禅
が
⽬
指
す
﹁
悟
り
を
開
く
﹂
三
⼀

た
め
の
第

⼀
歩
⽬
に
は
﹁
疑
﹂
が
あ
る
︒
﹁
疑
﹂
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
︑
﹁
分
別
﹂
に
よ
ç
て
な
さ
れ
る
︒
し
か

し
︑
﹁
分
別
﹂
は
﹁
分
別
﹂
の
ま
ま
に
留
ま
ら
な
い
︒
そ
の
﹁
分
別
﹂
は
悟
り
へ
の
﹁
階
梯
﹂
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
を
︑
鈴
⽊
は
﹁
智
慧
分
別
﹂
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ

の
点
で
は
︑
﹁
公
案
﹂
も
﹁
分
別
﹂
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
の
﹁
階
梯
﹂
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
の
宗
教
に
対
す
る
基
本
的
態
度
は
︑
﹁
分
別
﹂
と
﹁
智
慧
﹂
の
両
輪
に
よ
る
﹁
悟

り
﹂
︑
す
な
わ
ち
⼈
間
の
内
的
深
化
を
突
き
詰
め
て
い
く
姿
勢
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
︑
鈴
⽊
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に
と
ç
て
︑
﹁
禅
﹂
で
あ
り
﹁
宗
教
﹂
で
あ
る
︒ 

 

第
五
項
 

﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
と
浄
⼟
真
宗
と
の
関
係 

 
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
鈴
⽊
の
宗
教
理
解
は
﹁
禅
﹂
を
起
点
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
宗
教
観

に
お
け
る
﹁
禅
﹂
と
は
︑
教
義
や
宗
派
と
い
う
意
味
に
お
い
て
い
わ
れ
る
禅
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
﹁
疑
﹂

を
破
ç
て
⼈
間
存
在
の
内
奥
に
迫
ç
て
い
く
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
事
柄
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
鈴
⽊
の

⾔
説
は
︑
禅
に
留
ま
ら
ず
﹁
宗
教
﹂
⼀
般
に
対
す
る
理
解
へ
と
広
が
ç
て
い
く
︒
そ
の
宗
教
理
解
の
⼀
つ

と
し
て
︑
鈴
⽊
の
神
秘
思
想
あ
る
い
は
神
秘
主
義
理
解
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
三
⼆

︒ 

 
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
研
究
の
⽬
的
は
︑
経
験
主
義
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
真
宗
理
解
に
お
け
る

﹁
⼈
﹂
思
想
の
原
型
と
し
て
︑
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
⾔
及
に
注
⽬
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
の
前
提

と
な
る
の
は
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
を
他
⼒
神
秘
家
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

本
項
で
は
︑
そ
の
前
提
と
な
る
鈴
⽊
の
神
秘
主
義
理
解
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒ 

 
鈴
⽊
は
神
秘
主
義
を
多
⾯
的
に
捉
え
て
い
る
三
三

︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
多
⾯
的
理
解
の
中
に
は
︑
﹁
信

仰
的
神
秘
主
義
﹂
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
︒
鈴
⽊
は
︑
そ
の
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
に
は
︑
浄
⼟
真
宗

が
該
当
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の

か
︒ 

こ
れ
は
神
な
ら
神
と
云
ふ
も
の
を
⾃
分
の
外
に
⽴
て
て
お
い
て
︑
之
を
宇
宙
の
本
体
︑
運
命
の
主
⼈

公
︑
善
悪
の
標
準
︑
⽣
死
の
⽀
配
者
︑
殊
に
愛
の
発
源
な
ど
と
観
じ
︑
お
も
に
信
仰
の
⼒
を
以
て
こ

れ
と
⼀
体
に
な
ら
ん
と
す
る
神
秘
教
で
あ
る
︒
お
も
に
信
仰
の
⼒
と
云
ふ
が
︑
此
中
に
は
愛
を
捧
げ
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る
と
か
︑
祈
念
を
凝
ら
す
と
か
云
ふ
こ
と
を
も
含
ん
で
を
る
と
⾒
て
よ
ろ
し
い
︒
と
に
⾓
︑
超
⼈

的
・
超
⾃
然
的
⼀
物
を
⾃
分
以
外
に
お
い
て
︑
⾃
分
を
之
と
対
⽐
さ
せ
︑
⾃
分
の
罪
あ
る
こ
と
︑
⼒

な
き
こ
と
を
感
じ
︑
相
⼿
の
愛
・
恩
寵
・
慈
悲
に
縋
り
て
︑
最
後
の
慰
安
を
得
ん
と
云
ふ
の
が
︑
信

仰
的
神
秘
主
義
の
定
義
で
あ
る
︒
三
四 

﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
の
特
徴
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
︑
﹁
宇
宙
の
本
体
︑
運
命
の
主
⼈
公
︑
善
悪
の

標
準
︑
⽣
死
の
⽀
配
者
︑
殊
に
愛
の
発
源
な
ど
と
観
じ
︑
お
も
に
信
仰
の
⼒
を
以
て
こ
れ
と
⼀
体
に
な
ら

ん
と
す
る
﹂
こ
と
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
信
仰
の
⼒
に
よ
ç
て
体
得
さ
れ
る
︑
⼈
間
の
存
在
を
超
え

た
者
と
の
﹁
⼀
体
﹂
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
⼀
体
﹂
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
ま
で
に
は
︑

﹁
超
⼈
的
・
超
⾃
然
的
⼀
物
を
⾃
分
以
外
に
お
い
て
︑
⾃
分
を
之
と
対
⽐
さ
せ
︑
⾃
分
の
罪
あ
る
こ
と
︑

⼒
な
き
こ
と
を
感
じ
︑
相
⼿
の
愛
・
恩
寵
・
慈
悲
に
縋
り
て
︑
最
後
の
慰
安
を
得
ん
﹂
と
す
る
過
程
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
が
浄
⼟
真
宗
の
中
に
も
み
ら
れ
る
と
鈴
⽊
は
述

べ
る
︒
で
は
︑
鈴
⽊
は
具
体
的
に
は
浄
⼟
真
宗
の
い
か
な
る
点
に
お
い
て
こ
の
神
秘
主
義
を
認
め
る
の
か
︒ 

次
ぎ
に
信
仰
的
神
秘
主
義
の
下
に
⼊
る
べ
き
は
真
宗
で
あ
る
︒
真
宗
を
神
秘
を
云
ふ
に
は
反
対
の
⼈

も
あ
る
か
な
れ
ど
︑
真
宗
の
極
意
を
す
る
所
︑
即
ち
阿
弥
陀
救
済
は
神
秘
主
義
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
︒
信
⼼
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
ふ
れ
ば
︑
そ
の
と
き
即
時
に
そ
の
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
る

と
云
ふ
こ
と
︑
摩
訶
不
思
議
に
あ
ら
ず
や
︒
念
仏
は
﹁
無
義
を
以
て
義
と
な
す
︒
不
可
称
︑
不
可
説
︑

不
可
思
議
の
故
に
﹂
と
云
ふ
は
︑
神
秘
主
義
の
原
則
で
は
な
い
か
︒
ま
た
﹁
念
仏
は
⾏
者
の
た
め
に

⾮
⾏
⾮
善
な
り
︑
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
⾏
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
⾮
⾏
と
云
ふ
︑
わ
が
は
か
ら
ひ
に

て
造
る
善
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
⾮
善
と
云
ふ
︑
ひ
と
へ
に
他
⼒
に
し
て
⾃
⼒
を
離
れ
た
る
故
に
︑
⾏

者
の
た
め
に
は
⾮
⾏
⾮
善
な
り
﹂
と
云
ふ
如
き
︑
⼜
﹁
念
仏
を
信
ぜ
ん
⼈
は
︑
た
と
へ
⼀
代
の
法
を
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よ
く
よ
く
学
す
と
も
︑
⼀
⽂
不
知
の
愚
鈍
の
⾝
に
な
し
て
︑
尼
⼊
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
じ
く

し
て
︑
智
者
の
振
舞
を
せ
ず
し
て
︑
唯
⼀
向
に
念
仏
す
べ
し
﹂
と
云
ふ
如
き
は
︑
何
れ
も
善
悪
を
超

絶
し
︑
智
慧
分
別
を
絶
滅
し
た
る
境
涯
に
⼊
れ
ん
と
勤
む
る
も
の
で
あ
る
︒
或
は
既
に
此
の
如
き
絶

対
の
境
涯
に
⼊
り
て
︑
そ
し
て
云
ひ
出
し
た
る
処
の
⽂
字
で
あ
る
︒
⾃
⼒
に
甄
別
し
て
他
⼒
な
る
も

の
を
建
⽴
す
る
や
う
に
な
り
た
る
動
機
は
神
秘
主
義
の
真
中
か
ら
出
て
居
る
︒
三
五 

鈴
⽊
は
︑
浄
⼟
真
宗
で
い
わ
れ
る
﹁
信
⼼
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
ふ
れ
ば
︑
そ
の
と
き
即
時
に
そ

の
光
明
に
摂
取
せ
ら
れ
る
﹂
と
こ
ろ
︑
つ
ま
り
摂
取
不
捨
と
い
う
と
こ
ろ
に
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
の

﹁
⼀
体
﹂
が
み
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
前
項
で
述
べ
た
﹁
分
別
﹂
と
い
う
も
の

は
︑
こ
の
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
で
い
わ
れ
る
﹁
⼀
体
﹂
と
い
う
考
え
⽅
と
︑
⼀
体
ど
の
よ
う
に
連
関
し

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
は
当
然
⽣
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
換
⾔
す
れ
ば
︑
﹁
⼀
体
﹂
の
中
に

﹁
分
別
﹂
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ

の
⾔
及
の
考
察
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒
し
た
が
ç
て
︑
次
節
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
が
な
ぜ
七
⾥
を
他
⼒

神
秘
家
と
し
て
紹
介
し
︑
ま
た
︑
い
か
な
る
点
に
お
い
て
七
⾥
を
評
価
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

 
 

⼀ 

⼀
⼋
⼋
四
年
⼀
⼆
⽉
︑
釈
宗
演
に
よ
r
て
﹁
吾
参
学
居
⼠
鈴
⽊
⼤
拙
⽒
﹂
と
書
か
れ
た
も
の
が
初
出
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒ 

⼆ 

﹁
私
の
履
歴
書
﹂﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
六
︑
五
⼀
⼀ 

三 

﹁
也
⾵
流
庵
⾃
伝
﹂﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
九
︑
⼀
四
⼋‒

⼀
四
九 

四 

﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
九
︑
⼀
四
九 

五 

﹁
私
の
履
歴
書
﹂
に
は
﹁
こ
の
兄
の
亡
く
な
つ
た
こ
と
は
︑
⺟
に
と
つ
て
は
⼤
変
な
打
撃
で
あ
つ
た
や
う
だ
つ
た
﹂︵﹃
全

集
﹄
⼆
⼗
六
︑
五
⼀
⼋
︶︑﹁
也
⾵
流
庵
⾃
伝
﹂
に
は
﹁
⼆
年
続
い
て
︑
⾃
分
の
夫
が
亡
く
な
り
︑
⾃
分
の
⼦
供
の
⼀
⼈
が
亡
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く
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
⺟
親
に
と
つ
て
は
⼤
変
な
経
験
に
な
つ
た
に
相
違
な
い
と
思
ふ
﹂︵﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
九
︑
⼀
四
九
︶

と
述
べ
て
い
る
︒ 

六 
﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
九
︑
⼀
四
⼋ 

七 
北
野
⼀
九
九
〇
︑
⼀
七
⼆ 

⼋ 

鈴
⽊
の
⺟
親
に
よ
る
影
響
が
︑
鈴
⽊
が
真
宗
信
仰
や
妙
好
⼈
研
究
へ
と
進
む
き
r
か
け
と
な
r
て
い
た
と
す
る
指
摘
は
い

く
つ
か
確
認
で
き
る
︒
⼤
桑
・
福
島
⼀
九
⼋
三
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒ 

⼤
拙
の
こ
の
真
宗
の
妙
好
⼈
へ
の
感
動
に
は
︑
真
宗
の
地
⾦
沢
の
⼟
徳
の
裡
に
⽣
育
し
た
彼
の
宿
業
を
考
え
ぬ
わ
け
に

は
い
か
な
い
︒
即
ち
︑
そ
れ
は
篤
信
の
⺟
の
懐
か
ら
︑
⻑
じ
て
禅
者
と
し
て
出
発
し
︑﹁
⼤
乗
起
信
論
﹂
の
英
訳
か
ら
︑

禅
仏
教
の
研
究
で
既
に
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
た
⼤
拙
が
︑
⼤
正
⼗
年
︑
⻘
年
時
代
か
ら
の
知
⼰
佐
々
⽊
⽉
樵
や
⻄
⽥

﹇
幾
多
郎
﹈
と
の
縁
に
よ
r
て
︑
⼤
⾕
⼤
学
へ
招
か
れ
る
因
縁
の
中
で
︑
真
宗
を
も
深
く
研
究
の
視
野
に
⼊
れ
る
︒ 

ま
た
︑
北
國
新
聞
社
編
集
局
⼆
〇
〇
六
︑
⼀
七
九‒

⼀
⼋
〇
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

⼤
拙
の
仕
事
を
語
る
と
き
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
﹁
妙
好
⼈
﹂
に
光
を
当
て
た
こ
と
で
あ
る
︒
浄
⼟
真
宗
の
在
家

信
者
で
純
粋
無
垢
な
信
仰
⼼
を
持
つ
⼈
々
︑
そ
の
多
く
が
特
段
︑
学
問
に
秀
で
た
わ
け
で
は
な
い
無
名
の
⼈
々
を
﹁
妙

好
⼈
﹂
と
し
て
⼤
切
に
し
た
︒
威
儀
を
正
し
て
仏
の
道
を
説
く
⾼
僧
︑
仏
典
の
深
い
知
識
を
⾝
に
つ
け
た
学
問
僧
で
は

な
く
︑
悩
み
︑
苦
し
み
の
中
で
念
仏
を
唱
え
る
⼈
の
⼼
に
﹁
本
物
の
信
仰
﹂
を
⾒
出
し
た
︒
空
理
空
論
で
な
く
地
に
⾜

が
着
い
た
⼤
拙
の
思
想
や
﹁
妙
好
⼈
﹂
の
原
型
は
︑
祈
る
⺟
の
姿
で
あ
r
た
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
へ
の
関
⼼
に
は
︑
⽣
ま
れ
育
r
た
⾦
沢
と
い
う
⼟
壌
と
⺟
親
の
信
仰
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒ 

九 

⼤
桑
・
福
島
⼀
九
⼋
三
︑
⼀
⼋
⼀ 

⼀
〇 

初
出
は
︑
楠
訳
⼀
九
五
〇
a
︑
六
⼀‒

⼀
三
⼋
で
あ
る
︒
当
該
の
論
考
︑﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
三
五
⼆‒

四
〇
〇
に
所
収
︒ 

⼀
⼀ 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
⼆
〇
〇
⼀
︑
六
四
⼆ 

⼀
⼆ 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
⼆
〇
〇
⼀
︑
⼆
七
四 

⼀
三 

真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
⼀
九
九
七
︑
四
〇
〇 

⼀
四 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
⼆
〇
〇
⼀
︑
⼆
六
六‒

三
四
〇 
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⼀
五 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
⼆
〇
〇
⼀
︑
⼆
七
六‒

⼆
⼋
〇 

⼀
六 

﹃
全
集
﹄
三
⼗
五
︑
⼀
四
⼋‒

⼀
四
九 

⼀
七 
岩
倉
⼀
九
⼋
七
︑
五
三‒

五
四 

⼀
⼋ 
鈴
⽊
は
ま
た
﹁
妙
好
⼈
の
流
は
﹃
歎
異
抄
﹄
か
ら
出
る
が
︑﹃
教
⾏
信
証
﹄
か
ら
は
湧
い
て
来
な
い
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
五
〇
︒ 

⼀
九 

﹃
全
集
﹄
三
⼗
⼀
︑
三
⼋
六 

⼆
〇 

﹃
全
集
﹄
三
⼗
⼀
︑
三
⼋
七 

⼆
⼀ 

﹃
全
集
﹄
三
⼗
⼀
︑
三
⼋
五 

⼆
⼆
本
節
第
五
項
で
取
り
上
げ
る
の
は
鈴
⽊
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
蓮
沼
⼆
〇
⼆
〇
︑

吉
永
⼆
〇
⼆
⼀
は
︑
鈴
⽊
の
宗
教
理
解
に
お
い
て
ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
著
⽂
献
の
翻
訳
を
含
む
研
究
と
の
関
連
を
述
べ
て

い
る
︒
ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
研
究
は
⼀
⼋
⼋
〇
年
代
後
半
ª
⼀
九
〇
〇
年
代
に
お
い
て
み
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
蓮
沼
⼆
〇

⼆
〇
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
神
秘
主
義
理
解
の
展
開
が
み
ら
れ
る
の
は
⼀
九
〇
〇
ª
⼀
九
三
〇
年
代
と
し
て
い
る
︒
し
た
が
r
て
︑

本
研
究
で
は
︑
便
宜
上
︑
鈴
⽊
の
初
期
の
思
想
を
⼀
⼋
⼋
〇
ª
⼀
九
三
〇
年
代
後
半
ま
で
と
し
︑
後
期
の
思
想
を
⼀
九
四
〇

年
代
以
降
と
設
定
す
る
︒
彼
の
後
期
思
想
を
﹃
無
⼼
と
い
ふ
こ
と
﹄︵
⼀
九
三
九
︶
以
降
と
す
る
の
は
︑
鈴
⽊
の
思
索
に
お

い
て
︑
実
際
に
⼀
九
四
〇
年
代
を
境
に
浄
⼟
系
思
想
﹂
の
展
開
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
務
台
⼀
九
九
⼆
︑
⼆
九
は

﹁﹃
無
⼼
と
い
ふ
こ
と
﹄
と
﹃
浄
⼟
系
思
想
論
﹄
は
︑
禅
思
想
と
浄
⼟
系
思
想
︑
と
く
に
真
宗
系
思
想
と
が
︑
究
極
に
お
い

て
共
通
す
る
も
の
を
も
r
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
r
て
︑
そ
れ
が
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
と
し
て
⾒
ら
れ
る
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒ 

⼆
三 

坂
東
⼀
九
九
三
︑
⼆
三 

⼆
四 

初
出
は
﹃
禅
の
研
究
﹄
丙
午
出
版
社
︑
⼀
九
⼀
六
年
︒﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
⼀
⼋
九
︒ 

⼆
五 

﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
⼀
⼋
九‒

⼀
九
〇 

⼆
六 

﹃
全
集
﹄
⼗
四
︑
四
三–

四
四 

⼆
七 

初
出
は
﹃
仏
教
の
⼤
意
﹄
法
藏
館
︑
⼀
九
四
七
年
︒﹃
全
集
﹄
七
︑
七
三
︒ 

⼆
⼋ 

﹃
全
集
﹄
七
︑
七
三 
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⼆
九 

初
出
は
﹃
禅
の
⽴
場
か
ら
﹄
光
融
館
︑
⼀
九
⼀
六
年
︒﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
五
三
⼀
︒ 

三
〇 

﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
⼀
九
〇 

三
⼀ 
﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
⼀
九
〇 

三
⼆  Sakam

oto

⼀
九
七
七
︑
五
六
︑
兵
頭
⼀
九
七
五
は
︑
鈴
⽊
の
禅
思
想
と
神
秘
主
義
理
解
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
︒ 

三
三 

鈴
⽊
は
﹃
禅
の
⽴
場
か
ら
﹄︵
⼀
九
⼀
六
年
︶
に
お
い
て
︑
神
秘
主
義
を
分
類
し
て
︑
そ
の
体
系
的
な
説
明
を
試
み
て
い

る
︒
蓮
沼
⼆
〇
⼆
〇
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
分
類
は
﹁
第
⼀
の
信
仰
的
神
秘
主
義
︑
第
⼆
の
瞑
想
的
神
秘
主
義
︑
第
三
の
知
的
神

秘
主
義
︑
そ
し
て
第
四
の
禅
的
神
秘
主
義
﹂
で
あ
る
︒
鈴
⽊
の
禅
思
想
と
も
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
の
が
﹁
四
︑
禅
的
神
秘
主

義
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
第
四
の
禅
的
神
秘
主
義
の
み
︑
⼀
九
四
七
年
に
再
版
さ
れ
﹃
神
秘
主
義
と
禅
﹄
に
お
い
て
加
筆
さ
れ
た

部
分
で
あ
る
と
蓮
沼
に
よ
r
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
第
四
の
禅
的
神
秘
主
義
に
つ
い
て
は
︑
第
⼀
の
信
仰
的

神
秘
主
義
︑
第
⼆
の
瞑
想
的
神
秘
主
義
︑
第
三
の
知
的
神
秘
主
義
か
ら
は
時
間
的
な
隔
た
り
を
経
た
後
に
著
述
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
を
前
提
と
す
る
︒
鈴
⽊
が
第
四
の
禅
的
神
秘
主
義
を
説
明
す
る
際
︑
そ
れ
ま
で
に
⾃
⾝
が
述
べ
て
い
た
第
⼀
か
ら
第

三
ま
で
の
神
秘
主
義
と
︑
第
四
の
神
秘
主
義
と
の
相
違
点
を
取
り
上
げ
て
説
明
す
る
︒ 

三
四 

﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
四
〇
九 

三
五 

﹃
全
集
﹄
⼗
六
︑
四
⼀
四 

 

第
二
節 

鈴
木
の
他
力
神
秘
家
論
の
概
要 

 
本
節
第
⼀
項
で
は
︑
七
⾥
の
半
⽣
の
来
歴
を
確
認
す
る
︒
第
⼆
項
で
は
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
語
録
の
い
か
な

る
点
を
評
価
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
簡
略
に
纏
め
る
︒ 

 第
⼀
項
 

七
⾥
恒
順
に
つ
い
て 

 
七
⾥
は
︑
⼀
⼋
三
五
年
に
越
後
国
三
島
郡
飯
塚
︵
現
在
の
新
潟
県
⻑
岡
市
飯
塚
︶
の
明
鏡
寺
の
次
男
と
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し
て
⽣
ま
れ
た
︒
⼀
⼋
四
五
年
︑
七
⾥
は
⼗
⼀
歳
の
と
き
に
得
度
し
︑
⼀
⼋
五
四
年
⼆
⼗
⼀
歳
の
と
き
︑

筑
前
国
博
多
下
衹
園
町
萬
⾏
寺
に
⼊
寺
︑
⼀
⼋
六
五
年
に
住
職
と
な
る
⼀

︒ 
 

七
⾥
が
萬
⾏
寺
の
住
職
に
な
ç
た
こ
ろ
は
︑
⼀
⼋
六
⼋
年
の
明
治
元
年
に
発
布
さ
れ
た
神
仏
分
離
令
に

よ
り
廃
仏
毀
釈
運
動
が
起
こ
り
︑
全
国
の
寺
院
が
破
却
さ
れ
る
情
勢
に
あ
ç
た
︒
そ
の
頃
の
萬
⾏
寺
に
⼊

寺
し
た
七
⾥
の
﹁
苦
⼼
と
云
ふ
も
の
は
中
々
並
々
で
は
な
か
つ
た
﹂
⼆

よ
う
で
あ
る
︒
七
⾥
は
︑
こ
う
し

た
状
況
の
中
で
寺
の
再
興
を
図
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
携
わ
ç
て
い
く
︒
た
と
え
ば
︑
孤
児
院
の
設
⽴

事
業
三
︑
数
百
⼈
規
模
の
児
童
教
化
事
業
四
︑
坊
守
講
の
開
設
︑
ま
た
元
寇
紀
念
碑
建
設
事
業
の
発
起
⼈
五

の
⼀
⼈
と
し
て
も
名
を
連
ね
て
い
た
︒
萬
⾏
寺
で
は
﹁
⽢
露
窟
﹂
と
称
さ
れ
る
私
塾
が
開
設
さ
れ
︑
そ
こ

で
七
⾥
は
⼦
弟
の
教
育
に
携
わ
ç
て
い
た
︒
⼀
⼋
七
六
年
に
は
﹁
要
藉
会
﹂
が
創
⽴
さ
れ
る
︒
毎
⽉
⼗
⼀

⽇
と
⼆
⼗
六
⽇
に
会
が
開
催
さ
れ
る
と
︑
多
い
と
き
に
は
⼀
五
〇
⼈
ほ
ど
の
⼈
々
が
集
ç
た
と
い
わ
れ
て

い
る
六

︒
そ
の
会
で
は
遠
近
各
地
よ
り
教
え
を
七
⾥
に
請
う
⼈
々
が
彼
に
そ
の
領
解
を
述
べ
︑
不
審
な
点

を
七
⾥
へ
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
が
⾏
わ
れ
て
い
た
七

︒
ま
た
︑
毎
⽉
の
常
例
法
座
は
︑
七
⾥
が
病
に
倒
れ

る
五
⼗
九
歳
︵
⼀
⼋
九
三
年
︶
の
と
き
ま
で
︑
⼀
⽇
も
休
む
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
⼋

︒ 

 
こ
の
よ
う
に
︑
多
く
の
⾨
徒
た
ち
が
七
⾥
に
教
え
を
請
う
た
め
に
︑
ま
た
⾃
⾝
の
信
仰
に
関
わ
る
事
柄

を
七
⾥
へ
尋
ね
る
た
め
に
萬
⾏
寺
を
訪
れ
て
い
る
︒
⾨
徒
た
ち
が
聞
い
て
い
た
七
⾥
の
⾔
葉
の
い
く
つ
か

は
記
録
さ
れ
︑
⾔
⾏
録
と
し
て
編
纂
・
刊
⾏
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
七
⾥
の
法
話
集
や
語
録
は
︑
⼀
九
〇
〇
年

代
初
頭
に
お
い
て
⽴
て
続
け
に
刊
⾏
さ
れ
た
︒ 
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第
⼆
項
 

鈴
⽊
に
よ
る
七
⾥
へ
の
関
⼼ 

 
鈴
⽊
の
他
⼒
神
秘
家
論
に
お
い
て
中
⼼
と
な
る
テ
ク
ス
ト
は
︑
七
⾥
語
録
を
扱
ç
た
﹁
﹃
七
⾥
⽼
師
語

録
﹄
を
読
む
﹂
とSM

TM

で
あ
る
︒ 

 
﹁
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
を
読
む
﹂
は
⼀
九
⼆
四
年
四
⽉
か
ら
全
五
回
に
わ
た
ç
て
﹃
中
外
⽇
報
﹄
紙
上

で
連
載
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
⼀
九
⼆
五
年
に
中
外
出
版
社
か
ら
刊
⾏
さ
れ
た
﹃
百
醜
千
拙
﹄
に
収
録
さ
れ

て
い
る
九

︒ 

 
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
と
は
︑
⾚
沼
智
善
に
よ
ç
て
編
纂
さ
れ
︑
浩
々
洞
の
流
れ
を
汲
む
無
我
⼭
房
︵
代

表
・
原
⼦
広
宣
︶
よ
り
⼀
九
⼀
⼆
年
⼀
⽉
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
の
構
成
を

み
る
と
︑
⾚
沼
に
よ
る
﹁
序
﹂
が
あ
り
︑
⾚
沼
の
編
纂
に
よ
ç
て
﹁
⼀
六
六
篇
︵
﹁
⼀
︑
称
名
怠
ら
ざ
れ

ば
信
⼼
愈
々
増
上
す
﹂
か
ら
﹁
⼀
六
六
︑
⽕
吹
達
磨
﹂
ま
で
︶
の
七
⾥
語
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
⼀
〇

︒

﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
の
他
に
も
︑
無
我
三
房
か
ら
は
﹃
語
録
﹄
が
出
版
さ
れ
て
い
る
⼀
⼀

︒
鈴
⽊
は
︑
無

我
三
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
他
の
語
録
も
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
な
か
で
も
⾚
沼
編
の
﹃
七
⾥

⽼
師
語
録
﹄
に
関
⼼
を
寄
せ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
を
鈴
⽊
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

と
に
⾓
︑
七
⾥
⽼
師
の
﹃
語
録
﹄
︵
⾚
沼
智
善
編
︶
な
る
も
の
を
読
ん
で
⾒
る
と
︑
如
何
に
も
其
の

⼈
の
有
難
さ
が
偲
ば
れ
る
︒
こ
れ
ほ
ど
に
信
仰
が
出
来
れ
ば
︑
異
安
⼼
も
あ
つ
た
も
の
で
な
い
︑
其

の
⼈
の
往
⽣
は
疑
ひ
な
い
︑
⼈
間
の
⼩
競
合
は
さ
も
あ
れ
ば
あ
れ
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
⼜
⾃
⼒
も
他

⼒
も
な
い
の
で
あ
る
︑
禅
宗
も
真
宗
も
問
題
に
な
ら
ぬ
︑
耶
蘇
も
釈
迦
も
あ
つ
た
も
の
で
な
い
︒

⼀
⼆ 

鈴
⽊
は
語
録
と
し
て
残
さ
れ
た
七
⾥
の
⾔
葉
を
通
し
て
︑
何
を
み
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑
鈴
⽊
は
七

⾥
の
他
⼒
信
仰
を
﹁
こ
れ
ほ
ど
に
信
仰
が
出
来
れ
ば
﹂
﹁
往
⽣
は
疑
ひ
な
い
﹂
と
評
価
す
る
︒
こ
の
よ
う
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な
信
仰
に
お
い
て
は
︑
宗
派
の
違
い
や
︑
仏
教
︑
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
信
仰
の
違
い
も
問
題
と
な
ら
な
い
︒

つ
ま
り
︑
鈴
⽊
に
よ
ç
て
七
⾥
の
信
仰
は
宗
教
宗
派
を
越
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

序
で
で
あ
る
が
︑
こ
ん
な
語
録
⾵
の
も
の
が
議
論
よ
り
も
深
く
て
⾯
⽩
い
︒
⼜
⼈
を
感
化
す
る
点
も

多
⼤
だ
と
思
ふ
︒
真
宗
の
宗
祖
に
は
︑
消
息
類
は
沢
⼭
あ
る
が
︑
語
録
は
少
な
い
の
か
知
ら
ん
︒
近

世
の
も
の
で
は
無
我
⼭
房
出
版
の
も
の
を
⼆
︑
三
⾒
た
外
︑
寡
聞
の
わ
し
は
知
ら
ぬ
︒
こ
こ
に
亦
真

宗
の
宗
⾵
が
読
め
る
と
云
へ
ぬ
だ
ら
う
か
︒
⼀
三 

本
章
第
⼀
節
第
三
項
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
鈴
⽊
は
﹃
教
⾏
信
証
﹄
の
よ
う
な
理
論
展
開
さ
れ
て
い

る
漢
⽂
典
籍
で
は
な
く
︑
七
⾥
語
録
の
よ
う
な
﹁
語
録
⾵
の
も
の
﹂
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹁
語
録
⾵
の
も
の
﹂
は
︑
﹁
⼈
を
感
化
す
る
点
も
多
⼤
﹂
だ
と
鈴
⽊
は
考
え
て
い
た
︒
真
宗
信
仰
の
内
容

が
素
朴
な
⽇
常
関
⼼
の
も
と
に
︑
具
体
的
な
経
験
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
語
録
を
評
価
し
︑
そ
の

点
が
鈴
⽊
に
七
⾥
へ
の
関
⼼
を
抱
か
せ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

第
三
項
 

﹃
七
⾥
語
録
﹄
に
﹁
⾃
我
の
意
識
﹂
を
み
る
鈴
⽊
の
⾒
解 

 SM
TM

で
は
︑
阿
弥
陀
へ
の
﹁
絶
対
的
な
信
頼an absolute reliance

﹂
﹁
絶
対
的
な
確
信absolute 

confidence

﹂
﹁
絶
対
的
な
依
存absolute dependence

﹂
と
い
う
表
現
が
多
く
⽤
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
の
⽤
語
と
同
じ
く
ら
い
に
︑
﹁
救
済salvation
﹂
と
い
う
語
が
多
く
⽤
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

鈴
⽊
が
﹁
救
済
﹂
と
い
う
語
を
⽤
い
る
の
は
︑
⾃
⼒
に
よ
る
救
済
が
説
明
さ
れ
る
⽂
脈
に
お
い
て
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
鈴
⽊
が
﹁
絶
対
的
な
信
頼
﹂
あ
る
い
は
﹁
絶
対
的
な
確
信
﹂
と
い
う
表
現
を
通
し
て
検
討
し
て

い
る
の
は
︑
他
⼒
信
仰
に
お
け
る
救
い
に
つ
い
て
で
あ
る
︒ 

 
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
論
考
の
冒
頭
で
鈴
⽊
が
提
⽰
す
る
第
⼀
部
の
テ
5
マ
は
﹁
真
宗
信
仰
が
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他
⼒
と
い
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ç
た
︒
鈴
⽊
は
︑
七
⾥
語
録
を
通
し
て
︑
阿
弥
陀
へ

の
﹁
絶
対
的
な
信
頼
﹂
あ
る
い
は
﹁
絶
対
的
な
確
信
﹂
と
い
う
表
現
で
真
宗
信
仰
の
救
い
を
⽰
そ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

他
⼒
の
教
説
は
救
済
の
⼿
段
と
し
て
の
﹁
⾃
⼒
﹂
の
効
⼒
を
否
定
す
る
の
で
︑
そ
の
教
説
は
唯
⼀
必

要
な
も
の
と
し
て
の
絶
対
的
な
依
存
の
感
覚
を
⾃
然
に
養
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒
逆
に
︑
信
者
の
主
観

的
な
視
点
か
ら
す
る
と
︑
⾃
⼰
性
に
関
す
る
全
て
の
考
え
を
捨
て
る
こ
と
︑
そ
し
て
浄
⼟
に
⽣
ま
れ

る
条
件
と
し
て
道
徳
的
な
完
全
さ
を
求
め
な
い
阿
弥
陀
仏
の
無
限
の
愛
で
意
識
を
満
た
す
こ
と
に
よ

ç
て
︑
こ
の
感
覚
は
最
も
よ
く
⼼
に
抱
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
反
省
と
⾃
⼰
批
判
が
混
じ
ç
て
い
な

い
こ
の
単
純
な
信
仰
が
︑
他
⼒
信
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
全
て
な
の
で
あ
る
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼀
九

⾴
︶
⼀
四 

鈴
⽊
は
﹁
念
仏
が
た
だ
⼀
つ
の
救
済
へ
の
⽅
法
だ
と
⼗
分
に
理
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
﹃
私
は

今
⼤
丈
夫
か
？
も
ç
と
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
？
﹄
と
考
え
て
念
仏
を
た
め
ら
う
が
︑
こ
れ
は
全
く

正
し
く
な
い
﹂
⼀
五

と
︑
七
⾥
語
録
を
引
⽤
す
る
︒ 

 
﹁
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
を
読
む
﹂
⼀
六

で
引
⽤
さ
れ
る
七
⾥
語
録
中
に
あ
る
﹁
考
へ
﹂
は
﹁
⾃
我
の
意

識
﹂
だ
と
鈴
⽊
は
解
釈
し
て
い
る
︒
鈴
⽊
はSM

TM

第
⼀
部
の
末
尾
で
﹁
真
宗
の
教
え
の
要
旨
﹂
と
し

て
七
⾥
の
語
録
か
ら
以
下
の
よ
う
に
引
⽤
す
る
︒  

そ
れ
は
聞
く
こ
と
で
は
な
く
︑
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
考
え
る
こ
と
は
こ
こ
で
必
要
で
は
な
い
︒
信

仰
は
聞
く
こ
と
に
よ
ç
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
捕
ま
る
な
︒
も
し
あ
な
た
が
反
省
し
て
︑
信

仰
を
も
ç
て
い
る
か
ど
う
か
を
⾃
問
し
始
め
れ
ば
︑
あ
な
た
は
阿
弥
陀
に
背
を
向
け
て
い
る
の
だ
︒

︵
本
稿
資
料
⼀
三
〇
⾴
︶
⼀
七 
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⼀
九
⼆
〇
年
代
に
書
か
れ
た
⼆
つ
の
論
考
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
を
引
⽤
し
︑
真
宗
信
仰
に
お
け

る
救
い
と
他
⼒
の
は
た
ら
き
の
解
説
を
試
み
て
い
た
︒
そ
の
際
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
に
あ
る
﹁
聞
其
名
号

と
聞
の
字
を
置
き
給
ふ
た
は
考
ふ
る
こ
と
に
⾮
ず
﹂
⼀
⼋

の
﹁
考
ふ
る
こ
と
﹂
に
注
⽬
す
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
︑
七
⾥
の
い
う
﹁
考
ふ
る
こ
と
﹂
を
﹁
⾃
我
の
意
識
﹂
と
解
釈
し
て
い
た
︒
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑

﹁
信
⼼
が
直
覚
﹂
で
あ
る
と
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
⾃
我
の
意
識
﹂
が
信
仰
の
う
ち
に
︑
⾒
出
さ
れ
な
い
こ
と

で
あ
り
︑
真
宗
信
仰
に
お
け
る
救
い
と
な
る
他
⼒
が
は
た
ら
く
の
は
﹁
⾃
我
の
意
識
を
容
れ
﹂
⼀
九

な
い

と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
︒ 

 
⼀
九
四
〇
年
以
降
に
展
開
さ
れ
る
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
研
究
で
︑
妙
好
⼈
の
信
仰
の
特
徴
と
し
て
︑
他
⼒
に

よ
る
は
た
ら
き
に
対
す
る
疑
い
を
持
た
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
鈴
⽊
は
︑
才
市
を
妙
好
⼈
の
最
た
る

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
︒
鈴
⽊
が
注
⽬
す
る
妙
好
⼈
の
特
徴
で
あ
る
他
⼒
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
疑
い

を
も
た
な
い
と
い
う
態
度
は
︑
七
⾥
の
﹁
考
ふ
る
こ
と
に
⾮
ず
﹂
に
共
通
す
る
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
七
⾥

は
才
市
に
と
ç
て
影
響
の
あ
る
⼈
物
で
あ
ç
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
観
か
ら
才
市
と
七

⾥
を
⽐
較
し
た
と
き
︑
七
⾥
が
学
者
の
⽴
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
際
⽴
つ
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
本
節
で
は
︑
七
⾥
語
録
を
め
ぐ
る
概
要
を
簡
略
的
に
述
べ
た
︒

 
 

⼀ 

浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆
︑
七 

⼆ 

浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼋ 

三 

⾦
⾒
⼆
〇
⼆
〇 

四 

神
根
⼀
九
⼆
七
︑
⼀
九
は
﹁
明
治
⼗
三
年
頃
︑
博
多
萬
⾏
寺
の
七
⾥
恒
順
師
毎
⽉
七
⽇
に
少
年
会
を
︑
毎
⽉
四
⽇
に
少
⼥

会
を
開
き
︑
児
童
に
対
し
て
真
宗
教
義
を
平
易
に
講
話
せ
ら
れ
た
﹂
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
︒ 

五 

⽥
鍋
⼆
〇
⼀
九
︑
四
六 
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六 

浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼆
三‒

⼆
四 

七 
浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼆
三 

⼋ 
浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼆
四 

九 
﹃
全
集
﹄
⼗
七
︑
⼀
九
三‒

三
⼀
六 

⼀
〇 

七
⾥
の
法
話
を
聞
い
た
七
⾥
の
甥
の
⼦
息
よ
り
⼿
記
を
借
り
受
け
︑
そ
の
⼿
記
か
ら
七
⾥
の
⾔
葉
を
抜
き
出
し
て
編
纂

し
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
と
し
て
︑
⾚
沼
は
﹁
序
﹂
に
お
い
て
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
が
出
版
さ
れ
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
︒

出
版
当
時
︑
⾚
沼
は
⼤
⾕
⼤
学
卒
業
後
︑
浩
々
洞
の
同
⼈
と
な
り
︵
⼀
九
〇
⼋
年
︶︑
⼭
辺
と
と
も
に
尚
⽺
社
と
い
う
結
社

を
⽴
ち
上
げ
て
い
る
︵
⼀
九
〇
九
年
︶︒
尚
⽺
社
に
つ
い
て
は
︑
名
和
⼆
〇
⼀
⼋
︑
五
⼀–

六
⼋
に
お
い
て
︑
⼀
般
⼤
衆
へ
の

仏
教
伝
道
を
志
し
て
⽴
ち
上
げ
ら
れ
た
出
版
社
で
あ
r
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
の
⾚
沼
は
︑
出
版
活
動
を

精
⼒
的
に
続
け
て 

︑
そ
う
し
た
中
で
出
版
さ
れ
た
の
が
こ
の
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
で
あ
r
た
︒ 

⼀
⼀ 

播
磨
⾚
穂
真
宗
⼤
⾕
派
の
萬
福
寺
の
住
職
で
あ
r
た
﹁
⼀
蓮
院
秀
存
﹂
の
語
録
を
佐
々
⽊
⽉
樵
が
撰
述
し
た
﹃
秀
存
語

録
﹄︵
⼀
九
〇
⼋
︶
等
も
無
我
⼭
房
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
⼆ 

﹃
全
集
﹄
⼗
七
︑
⼆
六
七 

⼀
三 

﹃
全
集
﹄
⼗
七
︑
⼆
六
七 

⼀
四 

原
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

A
s a Tariki doctrine denies the efficacy of "s elf-pow

er" as a m
eans of salvation, it naturally cultivates the feeling 

of absolute dependence as a one things that is needed. N
egatively, or from

 the devotee's subjective point of view
, 

this feeling m
ay best be cherished by abandoning all thoughts of selfhood and feeling his consciousness w

ith the 
infinite love of A

m
ida, w

ho does not ask for m
oral perfection as a condition of rebirth in his pure land. The sim

ple 
faith unadulterated by reflection or self- criticism

 is all that is dem
anded of Tariki follow

er.

︵95–96

︶ 

⼀
五 

原
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

Therefore says K
ōjun Shichiri: "E ven w

hen you understand that the N
em

butsu is the only w
ay to salvation, you 

often hesitate reflecting w
ithin yourselves, 

‘A
m

 I all right now
? Is there som

ething m
ore to be done?

’ This is 
not quite right  […

]"

︵96

︶ 

⼀
六 

﹃
全
集
﹄
⼀
七
︑
⼆
六
六–

⼆
七
五 



  
 

 33 

 
 

⼀
七 

こ
れ
は
︑
⾚
沼
編
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
に
収
録
さ
れ
た
七
⾥
の
語
録
を
鈴
⽊
が
英
語
へ
翻
訳
し
た
も
の
を
筆
者
が
⽇
本

語
へ
翻
訳
し
た
︒
⾚
沼
編
の
原
⽂
は
﹁
今
は
胸
の
穿
鑿
︹
詮
索
︺
し
て
考
へ
出
す
に
⾮
ず
︑
聞
く
よ
り
起
る
信
⼼
な
り
︒
兹

に
ひ
つ
か
か
る
な
よ
︒
そ
の
信
⼼
が
あ
る
か
な
い
か
穿
鑿
す
る
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
う
し
ろ
む
き
に
な
る
な
り
﹂︵
⾚
沼
⼀
九

⼀
⼆
︑
五
九
︶
と
あ
り
︑
引
⽤
中
の
⻲
甲
括
弧
は
引
⽤
者
に
よ
る
補
⾜
で
あ
る
︒
鈴
⽊
に
よ
る
英
語
翻
訳
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
︒ 

"N
o thinking is needed here. Faith is aw

akened by hearing. D
on't be caught here. If you reflect and being to ask 

yourself w
hether you have faith or not, you turn your back tow

ards A
m

ida. " 

︵105

︶ 

⼀
⼋ 

﹃
全
集
﹄
⼗
七
︑
⼆
七
⼀ 

⼀
九 

﹃
全
集
﹄
⼗
七
︑
⼆
七
⼀ 

 

第
三
節 

七
里
語
録
の
英
語
翻
訳 

 
本
節
第
⼀
項
で
は
︑
本
研
究
の
根
本
関
⼼
の
契
機
と
な
ç
た
諸
論
考
の
⾔
説
を
紹
介
し
︑
本
研
究
で

SM
TM

を
中
⼼
的
に
扱
う
理
由
を
述
べ
る
︒
第
⼆
項
で
は
︑SM

TM

に
お
い
て
七
⾥
語
録
が
英
語
翻
訳

さ
れ
て
い
ç
た
経
緯
と
︑SM

TM

が
収
録
さ
れ
る
雑
誌
の
書
誌
情
報
な
ど
を
確
認
す
る
︒ 

 

第
⼀
項
 

原
著
テ
ク
ス
ト
の
設
定
と
そ
の
理
由 

 
本
研
究
に
お
い
て
七
⾥
を
妙
好
⼈
論
の
中
で
扱
う
に
⾄
ç
た
の
は
︑
古
⽥
⼀
九
⼋
七
︑B

lum

⼆
〇
〇

⼋
︑D

obbins

⼆
〇
⼀
五
︑
に
よ
る
解
釈
を
契
機
と
す
る
︒
古
⽥
⼀
九
⼋
七
は
︑SM

TM

と
妙
好
⼈
研
究

の
関
連
性
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒ 

﹃
イ
5
ス
タ
ン
・
ブ
“
デ
≠
ス
ト
﹄
誌
の
セ
ク
レ
タ
リ
5
の
訳
を
荷
つ
た
⼤
拙
は
︑
そ
の
第
⼀
巻
第
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⼀
号
︹
⼀
九
⼆
⼀
年
五
⽉
刊
⾏
︺
に
載
ç
て
い
る
佐
々
⽊
⽉
樵
のPhilosophical Foundation of the 

Shin Sect.

の
⼀
⽂
︑
⾚
沼
智
善
︑
⼭
辺
習
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
⼀
⽂
に
つ
い
て
も
︑
お
そ
ら
く
和
⽂

か
ら
英
⽂
に
綴
る
に
⼿
が
け
た
も
の
が
あ
ç
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
⼀
九
⼀
〇
年
に
⼤
⾕
派
本
願
寺
か
ら
刊
⾏
さ
れ
たThe Life of the Shonin Shinran.

は
︑
⼤
拙

の
訳
に
な
る
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
︒
⼤
拙
の
こ
う
し
た
真
宗
教
学
へ
の
接
近
は

つ
ど
に
あ
ç
た
︒
殊
に
⼀
九
⼆
四
年
刊
︑
同
誌
︹
﹃
イ
5
ス
タ
ン
・
ブ
“
デ
≠
ス
ト
﹄
︺
第
三
巻
第

⼆
号
に
⾒
ら
れ
るSayings of a M

odern Tariki M
ystic.

の
⼀
⽂
は
︑
真
宗
信
仰
に
深
く
触
れ
る
も

の
が
あ
ç
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
⼤
拙
が
晩
年
に
妙
好
⼈
の
信
仰
に
深
く
傾
倒
す
る
遠
由
も
︑
こ
こ

に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
え
る
︒
⼀ 

古
⽥
は
︑
⼀
九
⼀
⼀
年
四
⽉
︑
佐
々
⽊
と
鈴
⽊
は
覚
如
編
﹃
本
願
寺
聖
⼈
伝
絵
﹄
︵
御
伝
鈔
︶
の
英
語
版

The Life of the Shōnin Shinran 

︵G
odensho

︶
⼆

の
共
同
翻
訳
を
⾏
う
な
ど
し
︑
ま
た
︑
鈴
⽊
に
は

佐
々
⽊
・
⾚
沼
・
⼭
辺
を
通
じ
て
真
宗
教
学
に
接
近
す
る
機
会
が
あ
ç
た
こ
と
を
指
摘
す
る
三

︒
た
だ
し
︑

古
⽥
の
指
摘
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
へ
の
﹁
遠
由
﹂
がSM

TM

に
み
ら
れ
る
可
能
性
を
⽰
し
て
い
る
だ

け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 
ま
た
︑"Tariki m

ystic"

と
﹁
妙
好
⼈
﹂
と
は
名
称
が
異
な
る
も
の
の
︑
同
義
と
し
て
⽤
い
ら
れ
る
⾒

⽅
が
あ
る
︒B

lum

⼆
〇
〇
⼋
は
﹁
妙
好
⼈
七
⾥
恒
順
﹂ 

四
と
記
し
︑
七
⾥
を
﹁
妙
好
⼈
﹂
と
し
て
扱
ç

て
い
る
︒
ま
た
︑D

obbins

⼆
〇
⼀
五
は
鈴
⽊
のSM

TM

の
執
筆
⽬
的
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
︒ 

こ
の
⽂
章
に
は
⼆
つ
の
⽬
的
が
あ
る
︒
⼀
つ
⽬
は
︑
鈴
⽊
が
⾚
沼
智
善
︵
⼀
⼋
⼋
四–

⼀
九
三
七
︶

か
ら
学
ん
だ
妙
好
⼈
︑
七
⾥
恒
順
︵
⼀
⼋
三
五–

⼀
九
〇
〇
︶
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
︒…

︵
中

略
︶…

こ
の
⽂
章
の
第
⼆
の
⽬
的
は̶

̶

実
際
に
は
テ
キ
ス
ト
の
前
半
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が̶

̶
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神
秘
主
義
の
典
型
的
な
例
と
し
て
七
⾥
を
提
⽰
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
鈴
⽊
が
七
⾥
を"Tariki 

m
ystic"

と
呼
ぶ
理
由
で
あ
る
︒
五 

 D
obbins

に
よ
れ
ば
︑
鈴
⽊
が
こ
の
英
⽂
論
考
を
執
筆
し
た
⽬
的
は
⼆
つ
あ
り
︑
そ
の
⽬
的
の
⼀
つ
は
︑

﹁
妙
好
⼈
︑
七
⾥
恒
順
を
紹
介
す
る
こ
と
﹂
︑
⼆
つ
⽬
の
⽬
的
は
﹁
神
秘
主
義
の
典
型
例
と
し
て
七
⾥
を

提
⽰
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒ 

 
﹁
神
秘
主
義
の
典
型
例
と
し
て
七
⾥
を
提
⽰
す
る
こ
と
﹂
に
お
い
て
︑D

obbins

が
典
拠
に
す
る
の
は
︑

本
章
第
⼀
節
第
五
項
で
確
認
し
た
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
と
い
う
概
念
で
あ
ろ
う
︒
鈴
⽊
は
︑
浄
⼟
真
宗

の
中
に
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
を
み
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
具
体
的
な
事
例
は
提
⽰
し
て
い
な
か
ç
た
︒

た
だ
︑D

obbins
は
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
を
﹁
信
仰
的
神
秘
主
義
﹂
の
具
体
例
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
は
あ
る
︒ 

 
﹁
妙
好
⼈
︑
七
⾥
恒
順
を
紹
介
す
る
こ
と
﹂
と
い
うD

obbins

の
⾒
解
は
︑"Tariki m

ystic"

を
そ
の

ま
ま
﹁
妙
好
⼈
﹂
に
置
き
換
え
て
解
釈
し
て
い
る
点
で
ブ
ラ
ム
の
⾒
解
と
⼀
致
し
て
い
る
︒
両
者
は

"Tariki m
ystic"

と
妙
好
⼈
と
を
同
義
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
︑
七
⾥
を
﹁
妙
好
⼈
﹂
で
あ
る
と
す
る
根

拠
をSM

TM

に
基
づ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
⾒
解
は
︑
⼀
九
四
〇
年
代

以
降
に
鈴
⽊
が
展
開
す
る
妙
好
⼈
論
と
の
類
似
性
を
︑"Tariki m

ystic"

に
⾒
出
す
た
め
で
あ
ろ
う
︒
で

は
︑
な
ぜ
従
来
か
ら"Tariki m

ystic"

と
妙
好
⼈
と
の
接
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
詳

し
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
ç
た
の
か
︒
本
章
は
︑
こ
の
問
い
を
出
発
点
に
し
て
い
る
︒
七
⾥
を
妙
好
⼈
に

含
め
る
た
め
に
は
︑
こ
のSM

TM

へ
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒
鈴
⽊
は"Tariki m

ystic"

の
い

か
な
る
点
を
評
価
し
て
い
る
の
か
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑

妙
好
⼈
論
へ
と
繋
が
る
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
︒ 
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第
⼆
項
 SM

TM

成
⽴
の
経
緯 

 SM
TM

は
⼀
九
⼆
五
年
刊
⾏
のThe Eastern Buddhist V

ol. 3, N
o. 2

に
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
れ
が
発
表

さ
れ
た
の
は
︑
鈴
⽊
が
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
へ
⼀
九
⼆
⼀
年
に
着
任
し
て
か
ら
４
年
ほ
ど
経
ç
た
頃
で
あ
る 

 
鈴
⽊
は
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
へ
の
着
任
後
︑The Eastern B

uddhist Society

︵
東
⽅
仏
教
徒
協
会
︶
の
創
設

に
関
わ
ç
て
い
る
六

︒
ま
たE.B

.S

に
お
い
て
﹁
仏
教
並
び
に
真
宗
教
義
を
欧
⽶
各
国
の
⼈
⼠
に
領
解
せ

し
め
﹂
︑
﹁
毎
⽉
英
⽂
雑
誌
を
刊
⾏
し
︑
別
に
仏
教
の
関
す
る
単
⾏
本
を
も
発
⾏
し
て
︑
こ
れ
を
欧
⽶
の

図
書
館
を
初
め
有
識
階
級
に
贈
り
て
⼤
に
宣
伝
に
努
む
る
﹂
七
こ
と
を
⽬
的
に
︑
英
⽂
仏
教
雑
誌

The 
Eastern Buddhist

︵
以
下E. B
.

︶
を
創
刊
す
る
︒
鈴
⽊
はE. B.

の
第
⼀
巻
⼀
号
⽬
か
ら
論
考
執
筆
を
担

ç
て
お
り
︑SM

TM

も
こ
の
機
関
紙
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ç
た
︒ 

 
刊
⾏
当
初
︑
掲
載
さ
れ
た
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
の
主
題
は
︑
禅
や
⼤
乗
仏
教
に
関
す
る
も
の
︑
華
厳
経
の

英
語
翻
訳
な
ど
で
あ
ç
た
︒
ま
た
⼀
⽅
で
︑
鈴
⽊
は
佐
々
⽊
や
⼭
辺
ら
と
と
も
に
﹃
歎
異
抄
﹄
研
究
会
を

⾏
ç
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
⼋

︒
浄
⼟
真
宗
の
宗
⾨
⼤
学
に
在
籍
し
︑
ま
た
佐
々
⽊
や
⼭
辺
と

も
交
流
し
て
い
た
様
⼦
か
ら
察
す
る
に
︑
鈴
⽊
が
浄
⼟
真
宗
関
連
の
書
籍
を
容
易
に
⼿
に
取
る
環
境
に
あ

ç
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒E. B.

へ
掲
載
さ
れ
た
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
の
中
で
︑
浄
⼟
や
阿
弥
陀
仏
︑

他
⼒
信
仰
な
ど
が
扱
わ
れ
た
最
初
期
の
も
の
が
︑
こ
のSM

TM

な
の
で
あ
る
︒ 

 
明
治
後
期
か
ら
⼤
正
初
期
に
か
け
て
諸
々
の
七
⾥
語
録
が
刊
⾏
さ
れ
た
と
前
節
第
⼀
項
で
も
述
べ
た
︒

こ
の
こ
と
は
︑
こ
の
時
代
︑
多
く
の
⼈
が
七
⾥
語
録
を
後
世
へ
残
そ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
九

︒
鈴

⽊
も
そ
の
⼀
⼈
と
い
え
よ
う
︒
鈴
⽊
が
幾
種
も
出
版
さ
れ
た
七
⾥
語
録
を
収
集
し
︑
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
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つ
英
語
へ
訳
出
し
て
い
た
態
度
か
ら
は
︑
七
⾥
語
録
に
対
す
る
強
い
共
感
が
伺
え
る
の
で
あ
る
︒ 

 SM
TM

の
第
⼀
部
で
扱
わ
れ
る
テ
5
マ
は
﹁
真
宗
信
仰
と
は
何
か
︑
そ
し
て
︑
な
ぜ
そ
れ
︹
真
宗
信

仰
︺
が
﹃
⾃
⼒
﹄
に
対
し
て
の
﹃
他
⼒
﹄
と
呼
ば
れ
る
の
か
﹂ 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
真
宗
信
仰
﹂

が
な
ぜ
﹁
他
⼒
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
か
ら
多
く
引
⽤
し
な
が
ら
説
明
し
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
鈴
⽊
が
七
⾥
語
録
か
ら
多
数
引
⽤
す
る
た
め
︑
七
⾥
語
録
の
紹
介
が
こ
の
論
考
の
主

題
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
︒
た
だ
し
︑
七
⾥
語
録
の
他
に
も
︑
福
⽥
義
導
︵
⼀
⼋
〇
五–

⼀
⼋
⼋

⼀
︶
の
訓
令
︑
神
秘
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ル
シ
√
テ
5
ゲ
ン
︵G

erhard Tersteegen 

⼀
六
九
七–

⼀
七
六

九
︶
の
著
述
︑
ま
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
⼈
の
格
⾔
が
引
⽤
さ
れ
て
い
る
︒
福
⽥
に
よ
る
訓
令
で
は
︑
⺟
と
⼦

の
関
係
が
阿
弥
陀
と
我
々
と
の
関
係
に
喩
え
ら
れ
︑
⼦
供
が
⺟
親
に
対
し
て
絶
対
的
な
信
頼
を
置
く
よ
う

に
︑
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
真
宗
信
仰
者
も
ま
た
︑
阿
弥
陀
に
対
し
て
絶
対
的
な
信
頼
を
置
く
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
福
⽥
に
よ
る
訓
令
︑
テ
ル
ス
テ
5
ゲ
ン
の
著
述
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
⼈
の
格

⾔
は
︑
い
ず
れ
も
が
﹁
⾃
⼰
の
⼒
﹂
を
否
定
し
︑
﹁
他
者
の
⼒
﹂
に
よ
る
信
仰
に
つ
い
て
記
す
も
の
で
あ

る
︒ 

 
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
か
ら
三
⼗
⼋
節
を
抜
粋
し
︑
英
語
へ
翻
訳
し
て
い
る
︒
そ
の
語
録
の
翻
訳
部
分
は
︑

第
⼆
部
に
相
当
す
る
︒
鈴
⽊
が
そ
の
際
に
典
拠
と
し
た
の
は
︑
主
と
し
て
⾚
沼
編
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
で

あ
る
が
︑
⼩
泉
了
諦
編
﹃
七
⾥
恒
順
師
語
録
﹄
と
浜
⼝
恵
璋
編
﹃
七
⾥
和
上
⾔
⾏
録
﹄
も
参
照
し
て
い
る
︒ 

 SM
TM

は
︑
以
下
の
書
籍
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒ 

①"Sayings of a M
odern Tariki M

ystic. "  The Eastern Buddhist, V
ol. 3, N

o. 2, K
yoto: The Eastern 

B
uddhist Society, 1925: 93 –116. 

②"Sayings of a M
odern Tariki M

ystic.  "  A M
iscellany on the Shin Teaching of Buddhism

, K
yoto: 
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Shinshū O
taniha Shum

usho, 1949: 92 –121.  

③"A
 Tariki M

ystic " C
ollected w

ritings on Shin Buddhism
. ed. the Eastern B

uddhist Society, 
K

yoto: Shinshū Ō
taniha, 1973: 92– 110.  

④"Sayings of a M
odern Tariki M

ys tic " Selected W
orks of D

. T. Suzuki: Pure Land, Vol. II,  ed. 
Jam

es C
. D

obbins, O
akland: U

niversity of C
alifornia, 2015: 130 –146. 

 
本
研
究
で
は
︑
原
著
テ
キ
ス
ト
と
し
て
①
を
⽤
い
た
︒
①
は
⼀
九
⼆
五
年
に
刊
⾏
さ
れ
︑
②
は
①
の
再

刊
⾏
で
あ
る
︒
③
を
収
録
す
る
こ
の
論
集
はE.B

.S

が
編
纂
し
︑
真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
か
ら
⼀
九
七
三
年

に
刊
⾏
さ
れ
た
︒
③
で
は
︑
タ
イ
ト
ル
が"Sayings of a M

odern Tariki M
ystic. "

か
ら
“A

 Tariki 
M

ystic.

”
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
る
︒
タ
イ
ト
ル
の
改
変
以
外
で
は
︑
①
︑
②
と
③
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も

の
は
そ
れ
ぞ
れ
⼤
き
く
異
な
る
箇
所
は
み
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
論
集
は
︑
鈴
⽊
の
没
後
七
年
⽬
に
刊

⾏
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
出
版
に
際
し
て
は
︑
鈴
⽊
が
直
接
関
わ
ç
て
い
な
か
ç
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
④
は
︑
⼆
〇
⼀
五
年
ô
⼆
⼀
年
に
︑Selected W

orks of D
. T. Suzuki

と
し
て
刊
⾏
さ
れ
た
四
巻
本
の

う
ち
︑
第
⼆
巻
⽬
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
第
⼆
巻
⽬
は
︑
浄
⼟
教
を
テ
5
マ
と
し
てJ am

es C
. 

D
obbins

に
よ
り
編
集
さ
れ
た
︒D

obbins
は
︑
本
書
へSM

TM

を
収
録
す
る
際
に
︑
解
題
に
相
当
す
る

解
説
⽂
を
付
し
て
い
る
︒D

obbins

は
︑
①
のS M

TM

に
あ
る
原
注
を
加
筆
︑
原
著
テ
キ
ス
ト
内
に
あ
る

誤
植
の
修
正
な
ど
の
校
訂
を
加
え
て
い
る
︒ 

 
な
お
︑
本
稿
に
付
し
た
﹁
資
料
 

近
代
他
⼒
神
秘
家
の
⾔
葉
﹂
は
筆
者
に
よ
る
訳
出
で
あ
る
︒
訳
出
の

際
に
は
①
を
参
照
し
︑
訳
注
に
お
い
て
は
④
のD

obbins
に
よ
る
修
正
箇
所
を
参
照
し
て
⽰
し
て
い
る
︒ 
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⼀ 

古
⽥
⼀
九
⼋
七
︑
⼆
七
四
は
︑SM

TM

の
刊
⾏
を
⼀
九
⼆
四
年
と
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹃
イ
Æ
ス
タ
ン
・
ブ
S
デ

T
ス
ト
﹄
第
三
巻
第
⼆
号
の
ク
レ
ジ
S
ト
は
﹁
⼀
九
⼆
四
年
七
・
⼋
・
九
⽉
号
﹂
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
桐
⽥
⼆

〇
〇
五
︑
三
⼀
は
︑
実
際
に
本
号
の
刊
⾏
は
⼀
九
⼆
五
年
⼆
⽉
で
あ
る
と
す
る
︒
し
た
が
r
て
︑
本
論
稿
に
お
い
て
は

SM
TM

を
⼀
九
⼆
五
年
発
表
の
も
の
と
す
る
︒ 

⼆ 

こ
の
共
英
訳
書
は
︑The Buddhist Text Translation society, Tokyo

よ
り
出
版
さ
れ
た
︒  

三 

鈴
⽊
は
⼭
辺
や
佐
々
⽊
ら
と
と
も
に
⼀
九
⼆
五
年
七
⽉
よ
り
﹃
歎
異
抄
﹄
読
書
会
を
⾏
r
て
い
る
︒︵
桐
本
⼆
〇
〇
五
︑
五

三
︶︒ 

四 Blum

⼆
〇
〇
⼋
︑
五
六
で
は
︑﹁
た
と
え
ば
︑
⼀
九
⼆
四
年
に
︑
彼
︹
鈴
⽊
︺
は
英
語
で
妙
好
⼈
七
⾥
恒
順
︵1835―

1900

︶
に
関
す
る
﹁
近
代
他
⼒
神
秘
家
の
こ
と
ば
﹂
を
﹃
イ
Æ
ス
タ
ン
・
ブ
S
デ
T
ス
ト
﹄
に
刊
⾏
し
て
い
る
﹂ 

と
あ
る
︒

原
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒"For exam

ple, in 1924 he published "Sayings of a M
odern Tariki M

ystic "  in English 
about the m

yōkōnin Shichiri G
ōjun

七
⾥
恒
順 (1835‒ 1900) in The Eastern Bu ddhist". 

五 Suzuki

⼆
〇
⼀
五
︑
⼀
三
〇‒
⼀
三
⼀ 

六
鈴
⽊
は
⼀
九
⼀
⼀
年
四
⽉
に
親
鸞
聖
⼈
の
⽣
涯
を
描
い
た
覚
如
編
﹃
本
願
寺
聖
⼈
伝
絵
﹄︵
御
伝
鈔
︶
の
英
語
版The Life 

of the Shōnin Shinran (G
odensho) 

を
佐
々
⽊
⽉
樵
と
と
も
共
同
翻
訳
し
て
い
る
︒ 

七 

⼀
九
⼆
⼀
年
五
⽉
七
⽇
発
⾏
﹁
宗
報
﹂︵
第
⼆
三
五
号
︑
五
⽉
号
︶︵﹃
宗
報
﹄︵
⼗
⼀
︶﹁
宗
報
﹂
等
機
関
誌
復
刻
版
⼗
九
所

収
︑
⼀
九
九
七
年
︑
真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
︑
四
七
三
⾴
︶ 

⼋ 

桐
⽥
⼆
〇
〇
五
︑
五
三–

五
四
は
︑The Eastern Buddhist Society

の
創
⽴
な
ら
び
に
真
宗
⼤
⾕
⼤
学
着
任
に
⾄
る
ま
で

に
︑
真
宗
⼤
⾕
派
の
英
語
翻
訳
事
業
を
通
し
て
︑
鈴
⽊
と
浄
⼟
真
宗
教
団
に
は
関
わ
り
が
あ
r
た
と
い
え
る
︒
⼀
九
⼆
五
年

七
⽉
か
ら
⼋
⽉
に
か
け
て
計
五
回
の
歎
異
抄
研
究
会
が
⾏
わ
れ
て
い
た
︒ 

九 

七
⾥
語
録
と
し
て
編
纂
・
刊
⾏
さ
れ
た
も
の
に
は
︑
三
原
暁
照
編
﹃
七
⾥
恒
順
⾔
⾏
録
﹄︵
教
学
報
知
⽀
社
︑
⼀
九
〇
〇
︶︑

佐
⽵
智
應
編
﹃
七
⾥
和
上
法
話
聞
書
﹄︵
顯
道
書
院
︑
⼀
九
〇
⼀
︶︑
⼩
泉
了
諦
編
﹃
七
⾥
恒
順
師
語
録
﹄︵
顯
道
書
院
︑
⼀

九
⼀
〇
︶︑
清
⽔
精
⼀
郎
編
﹃
七
⾥
和
上
遺
芳
﹄︵
興
教
書
院
︑
⼀
九
⼀
⼆
︶︑
浜
⼝
恵
璋
編
﹃
七
⾥
和
上
⾔
⾏
録
﹄︵
興
教
書

院
︑
⼀
九
⼀
⼆
︶︑
⾚
沼
智
善
編
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄︵
無
我
⼭
房
︑
⼀
九
⼀
⼆
︶
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
語
録
は
︑
⼀
九
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〇
〇
年
代
初
頭
に
⽴
て
続
け
に
刊
⾏
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

 第
四
節 

邦
訳
G
学
僧
の
見
た
真
宗
N
に
み
ら
れ
る
問
題
点 

 
本
節
第
⼀
項
で
は
︑SM

TM

の
⽇
本
語
翻
訳
の
概
要
と
︑
翻
訳
者
で
あ
る
楠
恭
の
翻
訳
⽬
的
を
確
認

す
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
も
そ
もSM

TM

とSM
TM

の
邦
訳
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
に
は
︑
対
象
と
す
る
読

者
や
意
図
に
は
若
⼲
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
は
︑
原
⽂
と
翻
訳
と

の
間
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
諸
問
題
を
項
⽬
別
に
考
察
し
て
い
る
︒
第
六
項
で
は
︑
七
⾥
が
﹁
学
僧
﹂
と

し
て
も
扱
わ
れ
た
既
訳
邦
題
を
再
検
討
し
︑
改
訳
を
試
み
た
︒
以
上
の
項
で
は
︑
七
⾥
を
妙
好
⼈
と
す
る

指
摘
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
注
⽬
さ
れ
て
こ
な
か
ç
た
要
因
を
模
索
す
る
︒
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上

で
︑
第
六
項
で
は
︑
七
⾥
を
妙
好
⼈
の
範
疇
に
含
め
る
い
く
つ
か
の
理
由
を
提
⽰
す
る
︒ 

 

第
⼀
項
 SM

TM

の
⽇
本
語
訳
に
つ
い
て 

 
①
の
⽇
本
語
訳
に
つ
い
て
は
︑
鈴
⽊
の
英
⽂
⽇
記
に
翻
訳
者
で
あ
る
楠
と
の
会
談
が
記
載
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
鈴
⽊
が
楠
と
と
も
に
校
正
・
刊
⾏
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
︒
こ
れ
以
降
の
議
論
に
お
い
て
は
︑

SM
TM

の
⽇
本
語
翻
訳
を
参
照
す
る
場
合
︑
筆
者
訳
出
か
ら
引
⽤
し
︑
併
せ
てSuzuki

⼀
九
⼆
五
の
原
⽂

⾴
を
⽰
す
こ
と
と
す
る
︒ 

 SM
TM

の
⽇
本
語
翻
訳
の
初
出
は
︑
楠
恭
︵
⼀
九
⼀
五–
⼆
〇
〇
〇
︶
に
よ
ç
て
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂

︵
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
所
収
︶
と
し
て
訳
出
さ
れ
︑
⼤
⾕
出
版
社
よ
り
⼀
九
五
〇
年
に
刊
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⾏
さ
れ
た
︒
い
く
つ
か
の
書
籍
に
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
書
誌
情
報
を
纏
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒ 

﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
⼤
⾕
出
版
社
︑
⼀
九
五
〇
年
︑ 

﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
選
集
﹄
追
巻
⼀
︑
春
秋
社
︑
⼀
九
六
⼀
年 

﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
全
集
﹄
︵
増
補
新
版
︶
岩
波
書
店
︑
⼀
九
九
九
年 

楠
訳
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
は
︑
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
︑
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
に
収
さ
め
ら
れ

て
い
る
⼀

︒
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
は
︑
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
楠
訳
五
編
と
︑
他

の
翻
訳
者
に
よ
る
三
編
を
併
せ
た
合
計
⼋
編
で
︑
訳
出
さ
れ
た
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
が
収
録
さ
れ
る
︒ 

 
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
と
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
と
に
は
若
⼲
の
相
違
が
み
ら
れ
る
︒
そ
の
相
違

点
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒ 

 SM
TM

第
⼆
部
で
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
を
三
⼗
⼋
篇
訳
出
し
て
い
る
︒
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る

も
の
﹄
で
は
そ
の
う
ち
三
⼗
⼆
篇
︑
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
︵
⼀
九
六
⼀
年
刊
⾏
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
選
集
﹄
所
収
︶
も

同
三
⼗
⼆
篇
︑
﹃
⽇
本
仏
教
﹄
︵
⼀
九
九
九
年
刊
⾏
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
全
集
﹄
所
収
︶
で
は
三
⼗
⼋
篇
の
⽇
本

語
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
⽂
献
に
よ
ç
て
は
七
⾥
語
録
の
訳
出
数
に
差
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒ 

 
楠
は
﹁
訳
者
序
﹂
に
お
い
て
︑
訳
出
の
意
図
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
︒ 

⽇
本
⼈
の
精
神
分
野
の
半
分
は
確
に
禅
に
よ
つ
て
耕
さ
れ
た
と
云
つ
て
よ
い
が
︑
後
の
半
分
は
未
開

拓
に
残
さ
れ
た
と
云
へ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
其
の
半
分
野
を
耕
し
︑
其
処
か
ら
⽇
本
独
特
の
個

性
的
な
花
を
咲
か
せ
た
の
が
法
然̶

̶

親
鸞
の
浄
⼟
系
思
想
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
は
庶
⺠
の
中
へ
深
く

⼊
つ
て
⾏
き
︑
庶
⺠
の
精
神
⽣
活
を
深
く
動
か
し
︑
現
在
に
⾄
つ
て
居
る
︒
浄
⼟
的
な
思
想
感
情
は

上
下
を
問
は
ず
元
来
⽇
本
⼈
の
考
へ
⽅
︑
感
じ
⽅
の
中
に
⽣
来
的
に
潜
在
し
て
居
た
の
で
る
︒
所
謂
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理
智
的
な
も
の
よ
り
も
︑
ヒ
√
5
マ
ニ
テ
≠
の
横
溢
し
た
本
願
の
宗
教
感
情
に
マ
“
チ
す
る
も
の
が

⽣
来
的
に
⽇
本
⼈
の
精
神
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
こ
の
⽣
活
感
情
が
仏
教
を
消
化
し

た
時
︑
そ
こ
に
⽣
れ
て
来
た
も
の
は
⽇
本
浄
⼟
教̶
̶

浄
⼟
真
宗
で
あ
つ
た
︒
そ
の
本
来
的
性
格
か

ら
云
つ
て
︑
浄
⼟
系
思
想
が
⼀
般
庶
⺠
を
動
か
し
た
こ
と
は
極
め
て
当
然
な
成
り
⾏
き
で
あ
つ
た
と

云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
訳
者
が
此
処
に
五
つ
の
論
⽂
を
訳
出
編
輯
の
も
︑
其
の
意
途
は
︑
⽇
本
⼈
の
根

底
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
感
情
に
勝
る
と
も
決
し
て
劣
ら
ぬ
深
い
ヒ
√
5
マ
ニ
テ
≠
の
感
情
︑

即
ち
本
願
の
宗
教
感
情
が
あ
る
の
だ
と
云
ふ
事
実
に
⽬
覚
め
て
︑
そ
れ
を
⾃
覚
し
て
貰
ひ
た
い
こ
と

な
の
で
あ
る
︒
⼆  

楠
に
よ
れ
ば
︑
⽇
本
⼈
の
﹁
精
神
分
野
﹂
に
影
響
を
与
え
た
︑
ま
た
精
神
⾯
を
育
ん
だ
も
の
と
し
て

﹁
禅
仏
教
﹂
が
あ
り
︑
ま
た
⽇
本
⼈
の
精
神
⾯
の
み
な
ら
ず
⽣
活
⾯
に
お
い
て
影
響
が
み
ら
れ
も
の
と
し

て
﹁
⽇
本
浄
⼟
教̶

̶

浄
⼟
真
宗
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒
数
あ
る
⽇
本
仏
教
の
宗
派
の
中
で
も
︑
と
り
わ
け

﹁
禅
仏
教
﹂
と
﹁
浄
⼟
教̶

̶
浄
⼟
真
宗
﹂
に
注
⽬
す
る
こ
の
⾒
⽅
は
︑
鈴
⽊
の
数
あ
る
著
作
で
も
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
三
︑
楠
は
鈴
⽊
の
考
え
を
踏
ま
え
た
上
で
述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
訳
者
に
よ
る
訳
出
の
﹁
意
途
﹂
を
確
認
す
る
︒
楠
は
訳
出
﹁
意
途
﹂
と
し
て
﹁
⽇
本
⼈
の
精
神
の
根
底

に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
感
情
に
勝
る
と
も
決
し
て
劣
ら
ぬ
深
い
ヒ
√
5
マ
ニ
テ
≠
5
の
感
情
︑
即
ち

本
願
の
宗
教
感
情
が
あ
る
の
だ
と
云
ふ
事
実
に
⽬
覚
め
て
︑
そ
れ
を
⾃
覚
し
て
貰
ひ
た
い
﹂
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
た
︒
ま
た
︑
こ
の
楠
の
訳
出
の
﹁
意
途
﹂
に
み
ら
れ
る
の
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
相
対
す
る
仏

教
︑
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
は
劣
ら
な
い
⽇
本
仏
教
の
提
⽰
︑
そ
の
⽇
本
仏
教
を
読
者
へ
⾃
覚
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ç
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
楠
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
⽇
本
仏
教
と
い
う
構

造
が
み
ら
れ
る
︒
以
下
で
は
︑
楠
訳
の
問
題
と
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
⽤
語
の
翻
訳
箇
所
に
焦
点
を
当
て
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た
﹁
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
意
訳
さ
れ
る
⽤
例
﹂
と
﹁
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
翻
訳
さ
れ
な
い
⽤
例
﹂
を
確
認

す
る
︒ 

 
第
⼆
項
 

⽇
本
語
訳
の
問
題
性
︵
⼀
︶̶

̶

キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
意
訳
さ
れ
る
⽤
例 

 
楠
に
よ
ç
て
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
意
訳
さ
れ
て
い
る
⽤
例
の
確
認
で
あ
る
︒
な
お
︑
以
下
の
引
⽤
は
鈴

⽊
の
原
⽂
︑
楠
に
よ
る
訳
出
部
分
の
順
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

w
hile the O

ther-p ow
er School teaches an absolute reliance on the grace of A

m
itabha B

uddha; 
for finite beings are not by them

selves able to attain to a state of perfect freedom
 and 

saintliness. W
hat is needed of a Tariki devotee is therefore an unqualified and w

hole- hearted 
faith in the love of the B

uddha, and in the absolute efficacy of his O
riginal V

ow
s.

︵93

︶ 

四 

⼀
⽅
他
⼒
派
は
︑
我
々
有
限
な
存
在
は
⾃
分
だ
け
の
⼒
で
は
完
全
な
⾃
由
と
清
浄
と
を
獲
得
で
き
な

い
か
ら
︑
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
⼼
に
絶
対
の
信
頼
を
お
く
の
だ
︑
さ
う
す
る
と
︑
そ
こ
か
ら
救
済
の
道

が
お
の
づ
と
聞
け
て
く
る
と
教
へ
る
の
で
あ
る
︒
他
⼒
信
者
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
︑
阿
弥
陀
仏
の

愛
︑
即
ち
弥
陀
の
本
願
の
絶
対
的
な
⼒
を
︑
無
条
件
に
︑
全
⾝
全
霊
を
以
て
︑
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
︒

五  
"the grace of A

m
itabha B

uddha"

を
﹁
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
⼼
﹂
と
し
︑"saintliness"

を
﹁
清
淨
﹂
と
す

る
楠
訳
の
語
句
選
択
を
検
討
し
た
い
︒
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
か
ら
の
引
⽤
﹁
御
恩
あ
り
が
た
や
あ
り
が
た
や
﹂

六
に
対
し
て
︑"how

 grateful I feel the grace of A
m

ida!"
七

と
英
訳
し
て
い
る
︒"grace"

の
訳
語
と
し
て

楠
は
﹁
慈
悲
⼼
﹂
を
充
て
て
い
る
︒"grace"

の
意
味
と
し
て
︑
た
と
え
ば"the grace of G

od"

が
﹁
神
の

恩
寵
﹂
と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
語
句
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
わ
れ
る
神
が
有
限
な
存
在
へ
何
か
を
与
え
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る
︑
あ
る
い
は
注
ぐ
と
い
ç
た
は
た
ら
き
が
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
鈴
⽊
が
キ
リ

ス
ト
教
⽤
語
を
使
⽤
す
る
の
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
⽂
化
圏
の
読
者
を
想
定
し
て
こ
の
英
語
論
⽂
が
書
か
か
れ

た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
鈴
⽊
は
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
や
ニ
√
ア
ン
ス
を
含
む
語
句
を
意
図
し
て
⽤

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
楠
が
そ
う
し
た
鈴
⽊
の
意
図
を
理
解
せ
ず
︑
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
を

知
ら
な
か
ç
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
︒
そ
れ
と
い
う
の
も
︑
楠
は
鈴
⽊
に
よ
る
テ
ス
ル
テ
5
ゲ

ン
著
述
か
ら
の
引
⽤
部
分
に
お
い
て"grace"

を
﹁
恩
寵
﹂
と
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
⼋ 

︒"The grace 
of A

m
itabha"

も
同
様
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ニ
√
ア
ン
ス
を
含
め
て
訳
出
す
る
な
ら
ば
︑
﹁
ア
ミ
タ
5

バ
︹
無
量
光
︺
仏
の
恩
寵
﹂
と
す
る
⽅
が
︑
鈴
⽊
の
意
図
を
反
映
し
︑
か
つ
厳
密
に
訳
出
し
た
語
句
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
︒ 

 
次
に
︑"saintliness"
の
訳
語
と
し
て
﹁
清
浄
﹂
が
適
当
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
︒
鈴
⽊
は
ア
メ

リ
カ
宗
教
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
哲
学
者
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
・
ジ
Û
イ
ム
ズ
の
書
籍
と
出
会
い
︑
そ
の

感
動
を
旧
友
で
あ
る
⻄
⽥
幾
多
郎
︵
⼀
⼋
七
〇–

⼀
九
四
五
︶
へ
の
書
簡
に
綴
ç
て
い
る
九

︒
こ
の
書
の

中
に"saintliness"

の
⽤
語
が
確
認
で
き
︑
そ
の
邦
訳
と
し
て
﹁
聖
徳
﹂
⼀
〇
あ
る
い
は
﹁
聖
者
性
﹂
⼀
⼀

が

充
て
ら
れ
て
い
る
︒
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
本
稿
筆
者
は
︑
こ
の
引
⽤
部
分
を
以
下
の
よ
う
に

改
訳
し
た
︒ 

 
⼀
⽅
の
他
⼒
派
は
ア
ミ
タ
5
バ
︹
無
量
光
︺
仏
の
恩
寵
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
を
説
く
︒
な
ぜ
な
ら
︑

有
限
な
存
在
が
⾃
分
⾃
⾝
で
完
全
な
⾃
由
の
状
態
や
聖
者
性
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

他
⼒
信
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ゆ
え
に
仏
の
愛
へ
の
無
条
件
か
つ
⼼
か
ら
の
信
仰
で
あ
り
︑
つ

ま
り
︑
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
本
願
の
絶
対
的
な
効
⼒
へ
の
信
仰
で
あ
る
︒ 
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第
三
項
 

⽇
本
語
訳
の
問
題
性
︵
⼆
︶̶

̶

キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
翻
訳
さ
れ
な
い
⽤
例 

 
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
が
全
く
訳
出
さ
れ
な
い
⽤
例
を
確
認
し
た
い
︒ 

W
hile A

m
ida or G

od or The O
ther stands all by him

self asserting his absolute independence, 
the "I" sym

bolising all that is m
ortal, finite, im

perfect, sinful, and bound for N
araka or eternal 

annihilation is m
ade to find the m

eaning of its existence in The O
ther only.

︵95

︶
⼀
⼆  

真
宗
で
は
弥
阿
陀
仏
と
い
ふ
他
者
は
︑
対
を
絶
し
た
独
尊
者
な
の
で
あ
り
︑
⼀
⽅
︑
死
を
免
れ
ず
︑

有
限
で
あ
り
︑
罪
業
深
く
︑
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
必
定
の
﹁
私
﹂
は
︑
た
だ
他
者
の
中
に
包
ま
れ

て
の
み
︑
⾃
⼰
の
存
在
の
意
義
を
発
⾒
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
⼀
三  

鈴
⽊
の
原
⽂
に
あ
る"G

od"

が
︑
楠
の
訳
出
部
分
に
は
訳
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
筆
者
は
︑

こ
の
部
分
を
鈴
⽊
の
重
要
な
主
張
点
で
あ
る
と
考
え
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
こ
の
原
⽂
に
も
あ
る
よ
う

に
︑
鈴
⽊
は
﹁
他
⼒
﹂
を
︑
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
﹁
他
者
﹂
に
包
ま
れ
る
と
い
う
宗
教
経
験
と
し
て
捉
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
﹁
他
⼒
﹂
と
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
い
ç
た
固
有
の
宗
教
に
限
定
さ
れ
な
い
︒

こ
う
し
た
鈴
⽊
の
⾒
解
を
考
え
れ
ば
︑"G

od"

は
﹁
神
﹂
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
筆
者
は
︑
こ
の
部
分
を
以
下
の
よ
う
に
改
め
た
︒ 

 
阿
弥
陀
や
神
の
よ
う
な
他
者
は
絶
対
的
独
⽴
を
明
ら
か
に
⽰
し
て
⾃
分
⼀
⼈
で
⽴
ç
て
い
る
⼀
⽅
︑
死

か
ら
免
れ
ず
︑
有
限
で
︑
不
完
全
で
︑
罪
深
く
︑
奈
落
も
し
く
は
果
て
し
な
い
消
滅
へ
向
か
う
⼀
切
を
象

徴
す
る
﹁
私
﹂
は
︑
他
者
の
内
に
の
み
存
在
す
る
意
味
を
⾒
出
す
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
楠
に
よ
る
翻
訳
の
⽤
例
を
確
認
し
た
上
で
︑
訳
出
す
る
際
の
楠
の
態
度
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ç
た
︒
楠
訳
で"the grace of A

m
itabha"

を
﹁
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
⼼
﹂
︑"saintliness"

を
﹁
清
浄
﹂

と
訳
出
さ
れ
る
よ
う
に
︑
楠
は
キ
リ
ス
ト
教
の
専
⾨
⽤
語
を
仏
教
的
な
意
味
を
持
つ
⾔
葉
へ
意
訳
す
る
︒
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ま
た
︑
楠
訳
で"G

od"

が
﹁
神
﹂
と
訳
出
さ
れ
な
か
ç
た
よ
う
に
︑
楠
は
キ
リ
ス
ト
教
の
専
⾨
⽤
語
を
翻

訳
し
な
い
︒ 

 第
四
項
 

⽇
本
語
訳
の
問
題
性
︵
三
︶̶

̶

未
訳
出
の
⽤
例 

 
以
下
にSM

TM

原
⽂
と
楠
訳
を
並
列
し
︑
楠
に
よ
ç
て
翻
訳
さ
れ
な
か
ç
た
箇
所
を
検
討
す
る
︒ 

Theologically, C
hristian faith and the Tariki seem

 to be irreconcilably opposed, but 
psychologically I am

 inclined to think that the Tariki B
uddhist w

ill not hesitate to accept 
w

hole-heartedly everything that is quoted below
 from

 one of the serm
ons deliver ed by the 

G
erm

an m
ystic, G

erhard Tersteegen. Even the term
inology m

ay not stand in the w
ay.

︵98

︶ 

こ
の
引
⽤
中
︑
楠
は"Even the term

inology m
ay not stand in the w

ay "

を
全
く
翻
訳
し
て
い
な
い
︒
筆

者
訳
出
で
は
以
下
の
よ
う
に
改
め
た
︒ 

神
学
的
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
他
⼒
信
仰
と
は
決
定
的
な
対
⽴
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
︒
し

か
し
︑
⼼
理
学
的
に
は
︑
他
⼒
仏
教
徒
は
︑
ド
イ
ツ
⼈
神
秘
家
の
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ル
シ
√
テ
5

ゲ
ン 

に
よ
ç
て
な
さ
れ
た
説
教
の
⼀
つ
か
ら
以
下
で
引
⽤
す
る
全
て
を
た
め
ら
い
も
な
く
⼼
か
ら

認
め
る
と
私
は
考
え
た
い
︒
専
⾨
⽤
語
で
さ
え
︑
こ
の
や
り
⽅
で
は
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

︵
本
稿
資
料
⼀
⼆
⼀
⾴
︶ 

"Even the term
inology m

ay not stand in the w
ay "

と
述
べ
た
鈴
⽊
の
意
図
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ç
た

の
か
︒
そ
れ
は
︑
こ
こ
で
引
⽤
さ
れ
る
テ
ル
シ
√
テ
5
ゲ
ン
著
述
に
対
す
る
理
解
に
は
︑
﹁
神
学
﹂
や

﹁
⼼
理
学
﹂
と
い
ç
た
専
⾨
的
な
議
論
が
そ
の
理
解
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
た
め
で
あ
ç
た
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と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
ま
た
︑
別
の
⼀
節
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

[T]here is no w
ay to go further, it is a blind alley, w

e beat against the w
all, w

hen suddenly w
e 

turn backw
ard and lo! there lies an open field w

ith an ever-receding horizon and w
ith nothing 

to hinder one 's freest m
ovem

ents 

︵103

︶ 

楠
訳
に
は
︑ 

我
々
は
︑
こ
の
進
退
⾕
ま
つ
た
所
に
お
い
て
︑
最
後
の
⼒
を
ふ
り
し
ぼ
つ
て
障
壁
を
打
ち
叩
く
︑
す

る
と
そ
こ
に
お
い
て
突
然
⼤
転
換
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
︒
壁
は
お
の
づ
か
ら
崩
れ
て
︑
そ
こ
の
ど

ち
ら
へ
⾏
つ
て
も
⼿
を
ふ
さ
ぐ
も
の
の
な
い
︑
広
々
と
し
た
︑
限
り
な
い
曠
野
が
開
け
て
ゐ
る
の
で

あ
る
︒
⼀
四 

と
あ
る
︒
楠
訳
の
﹁
障
壁
を
打
ち
叩
く
﹂
と
︑
﹁
壁
は
お
の
づ
か
ら
崩
れ
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
鈴
⽊
は
︑

﹁
他
⼒
﹂
へ
の
絶
対
的
信
頼
を
妨
げ
る
よ
う
な
﹁
⾃
⼒
﹂
を
も
つ
こ
と
を"w

e beat against the w
all "

つ

ま
り
﹁
壁
を
叩
く
﹂
と
し
て
喩
え
て
い
る
︒
仮
に
︑
こ
の
壁
が
⼈
に
よ
ç
て
打
ち
叩
か
れ
て
崩
れ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
﹁
⾃
⼒
﹂
に
よ
ç
て
壁
が
崩
さ
れ
︑
﹁
⾃
⼒
﹂
に
よ
ç
て
物
事
が
成
さ
れ
る
と

い
う
意
味
に
な
る
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
が
繰
り
返
し
主
張
す
る
の
は
︑
﹁
⾃
⼒
﹂
の
放
棄
と
﹁
他
⼒
﹂
へ
の

絶
対
的
な
信
頼
で
あ
ç
た
︒ 

 
ま
た
︑
こ
の
引
⽤
以
降
の
箇
所
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
は
以
下
の
よ
う
な
七
⾥
語
録
を
⼀
部
引
⽤
す
る
︒ 

H
ow

ever self-confident a m
an m

ay be in his pow
er to go ahead, it is in vain. It is best for him

 to 
turn backw

ard w
here he w

ill see an extensive field.
︵1 40
︶ 

…

︵
中
略
︶…

⼈
が
先
へ
⾏
く
⼒
に
ど
れ
ほ
ど
⾃
信
を
も
ç
て
い
て
も
︑
そ
れ
は
無
駄
で
あ
る
︒
後
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ろ
を
向
い
て
野
原
を
⾒
る
こ
と
が
︑
彼
に
と
ç
て
最
良
な
の
で
あ
る
︒
学
習
︑
記
憶
あ
る
い
は
知
性

は
︑
救
済
に
関
す
る
限
り
は
助
け
と
な
ら
な
い
︒
⾃
⼒
的
な
努
⼒
の
道
を
捨
て
︑
阿
弥
陀
が
本
願
と

無
量
の
愛
を
も
ç
て
あ
な
た
⽅
を
待
つ
他
⼒
の
道
へ
向
き
直
る
の
だ
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼆
九
⾴
︶ 

 
鈴
⽊
の
論
旨
に
整
合
性
を
も
た
せ
る
な
ら
ば
︑
原
⽂" w

e beat against the w
all, w

hen suddenly w
e 

turn backw
ard"

に
は
壁
が
崩
れ
る
と
い
う
ニ
√
ア
ン
ス
は
な
く
︑
⼈
が
⾃
分
で
壁
を
打
ち
叩
く
の
を
放

棄
し
︑
ま
さ
に
そ
こ
で
後
ろ
へ
振
り
返
ç
た
と
き
に
何
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
広
野
が
あ
る
こ
と
に
⼈
が
気

づ
く
と
改
め
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
筆
者
訳
出
で
は
以
下
の
通
り
に
改
め
た
︒ 

そ
こ
に
は
︑
さ
ら
に
⾏
く
道
は
な
い
︒
そ
れ
は
⾏
き
⽌
ま
り
で
あ
る
︒
我
々
は
壁
を
叩
く
︒
突
如
︑

後
ろ
を
振
り
返
れ
ば
︑
⾒
よ
！
そ
こ
に
は
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
地
平
線
と
︑
⼈
の
も
ç
と
も
⾃
由
な

動
き
を
も
妨
げ
な
い
広
原
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
他
⼒
神
秘
家
が
ま
る
で
背
負
ç
て
い
た
全
て
の
荷
物

が
阿
弥
陀
の
肩
へ
突
然
移
ç
た
よ
う
に
感
じ
る
︑
ま
さ
に
そ
の
時
な
の
で
あ
る
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼆

⼋
⾴
︶ 

以
上
︑
楠
の
訳
出
意
図
に
は
︑
英
⽂
論
考
の
厳
密
な
訳
出
で
は
な
く
︑
⽇
本
⼈
読
者
に
対
し
て
⽇
本
仏
教

を
共
有
す
る
こ
と
に
あ
る
と
楠
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
楠
の
訳
出
意
図
を
踏
ま
え
た
と

こ
ろ
で
︑
次
に
︑
な
ぜ
楠
がSM

TM

の
邦
題
を
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
と
し
た
の
か
を
検
討
し
た
い
︒ 

第
五
項
 

楠
に
よ
る
論
⽂
タ
イ
ト
ル
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
の
検
討 

 
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
と
い
う
楠
訳
の
タ
イ
ト
ル
を
察
す
る
と
︑
﹁
学
僧
﹂
の
原
語
は"Tariki 

M
ystic"

で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
原
語
を
厳
密
に
訳
出
す
れ
ば
︑
原
⽂
に
あ
る
語
彙
と
楠
に
よ
る
邦

訳
は
異
な
る
︒"Tariki"

は
﹁
他
⼒
﹂
を
ロ
5
マ
字
表
記
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒" m

ystic"

は
︑
通
例
で
は
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﹁
神
秘
的
な
﹂
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
訳
す
場
合
と
︑
﹁
神
秘
主
義
者
﹂
︑
﹁
神
秘
家
﹂
と
い
う
名
詞
と

し
て
訳
す
場
合
が
あ
る
︒
こ
こ
で
⽤
い
ら
れ
る"M

sytic"

は
名
詞
で
あ
る
た
め
﹁
神
秘
主
義
者
﹂
あ
る
い

は
﹁
神
秘
家
﹂
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
楠
は
な
ぜ"Tariki M

ystic"

を
﹁
学
僧
﹂
と
邦
訳
し
た
の
か
︒ 

 
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
時
代
︵
昭
和
⼆
⼗
年
代
︶
を
考
え
る
と
︑
﹁
神
秘
家
﹂
と
は
⼀
般
読
者
に
⽿
馴

染
み
が
な
い
⾔
葉
で
あ
り
︑
七
⾥
に
対
し
て
特
殊
な
思
想
家
と
い
う
イ
メ
5
ジ
を
抱
か
れ
か
ね
な
い
と
危

惧
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
︒
し
か
し
︑
⼀
⽅
で
﹁
学
僧
﹂
と
い
う
翻
訳
は
︑
必
ず
し
も
誤
り
と
は
⾔

え
な
い
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
佐
⽵
智
應
編
の
﹃
浄
⼟
真
宗
七
⾼
僧
七
席
法
話
﹄
に
﹁
七
⾥
恒
順
⽼
和

上
︑
或
年
の
彼
岸
会
︑
七
⽇
間
に
︑
七
⾼
僧
の
法
話
︑
七
席
あ
り
﹂
⼀
五

と
あ
る
︒
七
⾥
は
彼
岸
会
と
い

う
法
要
の
際
に
︑
七
⽇
間
に
渡
ç
て
親
鸞
に
よ
ç
て
讃
え
ら
れ
る
七
⼈
の
⾼
僧
に
つ
い
て
法
話
を
⾏
ç
て
︒

七
⾥
は
﹁
第
⼀
⿓
樹
菩
薩
︵
第
⼀
⽇
︶
﹂
の
法
話
冒
頭
で
︑
は
じ
め
に
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
の
⼀
節
を
⽰
し
︑

そ
の
⼀
節
の
語
句
説
明
を
⾏
ç
て
い
る
⼀
六

︒
そ
の
説
明
で
は
︑
イ
ン
ド
か
ら
⽇
本
に
伝
わ
ç
た
浄
⼟
教

の
歴
史
を
も
解
説
し
て
い
る
た
め
︑
七
⾥
が
実
際
に
学
識
あ
る
僧
侶
で
あ
ç
た
こ
と
が
⾒
て
取
れ
る
︒

﹁
学
僧
﹂
と
い
う
訳
出
は
必
ず
し
も
誤
訳
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 
後
の
第
⼆
章
第
四
節
に
お
い
て
述
べ
る
が
︑
楠
のSM

TM

の
訳
出
意
図
は
︑
鈴
⽊
の
英
⽂
論
考
を
厳

密
に
訳
す
こ
と
で
は
な
く
︑
⽇
本
⼈
読
者
に
対
し
て
⽇
本
仏
教
を
共
有
す
る
こ
と
に
あ
ç
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

楠
は
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
を
厳
密
に
翻
訳
せ
ず
︑
さ
ら
に
七
⾥
を
﹁
学
僧
﹂
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
︑
楠
の
翻
訳
者
と
し
て
の
﹁
意
途
﹂
か
ら
考
え
て
み
て
も
整
合
性
が
取
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒ 

し
か
し
︑
鈴
⽊
は
英
⽂
論
考
に
お
い
て
七
⾥
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
︒ 

Shichiri w
as also a great scholar and left quite a few

 learned w
ritings; but w

hat interests us 
here is his practical faith and not his scholarly discourses filled w

ith technicaliti es, w
hich 
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generally m
arks those of the learned follow

ers of the Shin sect. 

︵95

︶ 

七
⾥
は
偉
⼤
な
⼈
格
者
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
⼜
︑
博
学
多
識
の
学
者
で
あ
り
︑
幾
多
の
学
問

的
著
作
を
も
遺
し
て
を
ら
れ
る
︒
然
し
こ
こ
で
特
に
我
ら
の
関
⼼
を
惹
く
の
は
師
の
信
仰
で
あ
つ
て
︑

あ
の
難
解
な
真
宗
独
得
の
術
語
で
埋
つ
て
ゐ
る
学
問
的
議
論
で
は
な
い
︒
⼀
七 

楠
訳
に
よ
れ
ば
︑
鈴
⽊
に
よ
る
原
語"practical faith"

は
﹁
信
仰
﹂
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ

こ
で
は
単
な
る
﹁
信
仰
﹂
で
は
な
く
︑
鈴
⽊
が
あ
え
て"practical faith"

と
し
た
意
味
を
考
え
た
い
︒
そ

こ
で
︑
本
稿
筆
者
は
︑
以
下
の
よ
う
に
改
訳
を
⾏
ç
た
︒ 

七
⾥
は
偉
⼤
な
学
者
で
も
あ
り
︑
か
な
り
多
く
の
学
問
的
な
著
作
を
残
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ

で
の
我
々
の
関
⼼
は
彼
の
実
践
的
な
信
仰
に
あ
ç
て
︑
⼀
般
に
は
真
宗
の
博
学
な
⾨
徒
と
し
て
位
置

づ
け
る
︑
専
⾨
⽤
語
を
駆
使
し
た
彼
の
学
問
的
論
説
に
は
な
い
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼀
⼋
⾴
︶ 

鈴
⽊
は
︑
七
⾥
が
﹁
学
者
﹂
で
あ
り
︑
か
つ
﹁
学
問
的
な
著
作
﹂
を
残
し
て
い
る
点
で
優
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
︒
七
⾥
語
録
に
は
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
が
み
ら
れ
る
と
考
え
︑
そ
の
点
に
お
い
て
︑

七
⾥
は
鈴
⽊
に
よ
ç
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
欧
⽶
諸
国
の
読
者
を
対
象
と
し
た
こ
の
鈴
⽊
の
論
⽂
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
⽤
語
の
使

⽤
が
認
め
ら
れ
︑
そ
の
ニ
√
ア
ン
ス
を
残
し
た
邦
訳
と
し
て"M

ystic"

を
﹁
神
秘
家
﹂
と
訳
す
こ
と
が
で

き
る
︒
な
お
か
つ
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
を
﹁
学
僧
﹂
と
し
て
で
は
な
く
︑
彼
の
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
の
側
⾯
を

評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
﹁
神
秘
家
﹂
と
訳
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
 第

六
項
 

他
⼒
神
秘
家
論
に
み
ら
れ
る
鈴
⽊
の
真
宗
理
解 

 
鈴
⽊
は
﹁
他
⼒
神
秘
家
︵Tariki m

ystic

︶
﹂
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
結
論
を
先
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に
述
べ
る
な
ら
ば
︑
鈴
⽊
は
﹁
他
⼒
神
秘
家
﹂
が
何
で
あ
る
の
か
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

⼀
⼋

︒
鈴
⽊
は
七
⾥
の
こ
と
を
﹁
他
⼒
神
秘
家
﹂
と
呼
ぶ
が
︑
そ
の
理
由
を
明
確
に
は
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
︒ 

 
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
鈴
⽊
が
評
価
す
る
の
は
七
⾥
が
学
僧
だ
ç
た
か
ら
で
は
な
く
︑
七
⾥
の
﹁
実

践
的
な
信
仰
﹂
な
側
⾯
を
評
価
す
る
か
ら
で
あ
ç
た
︒
こ
の
よ
う
に
鈴
⽊
が
述
べ
る
理
由
を
も
う
少
し
踏

み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
︒ 

 
鈴
⽊
が
取
り
上
げ
る
七
⾥
語
録
に
は
︑
﹃
教
⾏
信
証
﹄
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
箇
所
が
み
ら
れ
る
︒
な

お
︑
楠
の
邦
訳
に
あ
る
七
⾥
語
録
の
部
分
に
対
し
て
は
︑
⾚
沼
編
の
七
⾥
語
録
を
そ
の
ま
ま
引
⽤
し
て
い

る
︒ "W

hen the founder tells us to place reliance upon A
m

ida, it m
eans to m

ake his pow
er m

y ow
n. 

It is like a child being carried on the back of its parent. The strength of the latter is the strength 
of the form

er."

︵100

︶ 

﹁
他
⼒
の
た
の
み
は
︑
御
開
⼭
は
ヨ
リ
カ
カ
ル
ナ
リ
︑
ヨ
リ
タ
ノ
ム
ナ
リ
と
宣
ふ
︒
向
う
の
丈
夫
の

⼒
が
我
が
⼒
と
す
る
な
り
︒
⼦
供
が
⼗
⾥
の
道
も
⾏
け
る
は
︑
親
の
背
中
を
我
が
た
の
み
と
し
︑
我

が
⾝
体
を
丸
で
親
に
任
せ
た
か
ら
遠
路
も
苦
労
な
き
な
り
︒
親
の
⼒
を
我
が
⼒
と
す
る
な
り
︒
﹂

⼀
九 

引
⽤
⽂
中
の
﹁
御
開
⼭
は
ヨ
リ
カ
カ
ル
ナ
リ
︑
ヨ
リ
タ
ノ
ム
ナ
リ
と
宣
ふ
﹂
に
あ
る
﹁
御
開
⼭
﹂
は
︑
親

鸞
を
⽰
す
場
合
に
⽤
い
ら
れ
る
別
称
で
あ
る
︒
﹁
ヨ
リ
カ
カ
ル
ナ
リ
︑
ヨ
リ
タ
ノ
ム
ナ
リ
﹂
の
⽂
⾔
は
︑

﹃
教
⾏
信
証
﹄
﹁
⾏
巻
﹂
い
わ
ゆ
る
六
字
釈
に
お
け
る
﹁
帰
説
﹂
の
左
訓
と
し
て
親
鸞
が
振
ç
て
い
る
⾔

葉
で
あ
る
⼆
〇

︒
楠
に
よ
る
訳
出
部
分
と
さ
れ
る
引
⽤
は
︑
⾚
沼
編
七
⾥
語
録
を
参
照
し
て
い
る
た
め
︑
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鈴
⽊
の
原
⽂
に
沿
ç
て
本
稿
筆
者
が
改
訳
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒ 

﹁
開
祖
が
阿
弥
陀
に
信
頼
を
置
く
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
⾔
う
と
き
︑
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
⼒
を
⾃
分
の

も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
親
に
背
負
わ
れ
て
い
る
⼦
供
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
親

の
強
さ
は
︑
⼦
の
強
さ
で
あ
る
﹂
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼆
四
⾴
︶ 

こ
の
よ
う
に
鈴
⽊
は
︑
七
⾥
語
録
に
⾒
ら
れ
る
﹃
教
⾏
信
証
﹄
の
⼀
部
分
に
対
し
て
︑
か
な
り
達
意
的
に

英
訳
を
⾏
ç
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
鈴
⽊
が
真
宗
教
義
を
学
問
的
に
検
討
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑
七
⾥
語
録
に
は
﹁
実
践
的
な
信
仰
︵practical faith

︶
﹂
が
み
ら
れ
︑
そ
の
点
で
鈴

⽊
は
七
⾥
を
評
価
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
信
仰
で
あ
ろ
う

か
︒
こ
の
こ
と
を
実
例
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
を
取
り
上
げ
︑
彼
の
経
歴
に
つ
い

て
簡
単
に
述
べ
た
あ
と
︑
以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
5
ド
を
紹
介
す
る
︒ 

H
e had a large follow

ing, and his spiritual influence w
as great am

ong all classes of people. A
 

burglar once broke into his house and dem
anded of him

 to give up his valuables. The w
ay 

how
ever the intruder w

as treated by the follow
er of the all –m

erciful A
m

ida m
oved him

 greatly. 
W

hen he w
ras later arrested, he confessed everything and told the police how

 he cam
e to be 

an entirely new
 m

an after his encounter w
ith Shichiri.

︵95

︶ 

七
⾥
を
⽀
持
す
る
者
は
⼤
勢
い
て
︑
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
⼈
々
の
間
で
七
⾥
の
宗
教
的
な
影
響
は
⼤
き

い
も
の
で
あ
ç
た
︒
泥
棒
が
か
つ
て
七
⾥
の
家
に
押
し
⼊
ç
て
︑
貴
重
品
を
よ
こ
せ
と
要
求
し
た
こ

と
が
あ
る
︒
泥
棒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
慈
悲
に
満
ち
た
阿
弥
陀
の
信
者
︹
七
⾥
︺
に
よ
ç
て
⼿

厚
く
も
て
な
さ
れ
た
こ
と
︹
⽅
法
︺
が
︑
泥
棒
の
⼼
を
激
し
く
動
し
た
︒
泥
棒
は
の
ち
に
捕
ら
れ
た
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と
き
警
察
に
す
べ
て
を
告
⽩
し
︑
そ
し
て
七
⾥
に
出
会
ç
て
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
完
全
に
新
し
い

⼈
間
に
な
ç
た
の
か
を
語
ç
た
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼀
⼋
⾴
︶ 

こ
の
エ
ピ
ソ
5
ド
は
︑
⾚
沼
編
︑
⼩
泉
編
︑
浜
⼝
編
の
七
⾥
語
録
の
い
ず
れ
に
も
み
ら
れ
な
い
︒
さ
ら
に

い
え
ば
︑
﹁
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
を
読
む
﹂
に
お
い
て
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
鈴
⽊
が
こ
の
エ
ピ
ソ

5
ド
を
︑
七
⾥
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
提
⽰
し
て
い
る
と
い
う
点
は
︑
注
⽬
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒

と
い
う
の
も
︑
わ
ざ
わ
ざ
七
⾥
語
録
外
か
ら
抜
き
出
し
て
冒
頭
に
据
え
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
に
は
鈴

⽊
の
意
図
が
表
れ
て
い
る
と
⾒
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
エ
ピ
ソ
5
ド
こ
そ
︑
七
⾥
を
﹁
他

⼒
神
秘
家
﹂
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
り
︑
こ
の
エ
ピ
ソ
5
ド
に
七
⾥
の
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
が
表
れ
て
い
る
と

鈴
⽊
は
考
え
た
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
鈴
⽊
が
い
か
な
る
点
に
お
い
て
七
⾥
を
評
価
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
︒
で
は
︑
次
章

に
向
け
て
議
論
を
進
め
る
た
め
に
︑
本
項
ま
で
で
検
討
し
た
こ
と
を
筆
者
な
り
に
簡
略
に
纏
め
て
お
き
た

い
︒ 

 
第
⼀
に
︑
鈴
⽊
は
︑
素
朴
な
⽇
常
関
⼼
の
も
と
に
︑
具
体
的
な
経
験
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
七

⾥
語
録
を
評
価
し
︑
そ
れ
は
ま
た
︑
鈴
⽊
が
七
⾥
語
録
に
み
ら
れ
る
﹃
教
⾏
信
証
﹄
の
典
拠
を
⽰
し
て
は

い
な
か
ç
た
態
度
に
も
表
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
鈴
⽊
⾃
⾝
は
親
鸞
の
著
作
に
触
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
が
︑
真
宗
の
教
義
を
学
問
的
に
理
解
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
ç
た
か
ら
で
あ
る
︒ 

 
第
⼆
に
︑
鈴
⽊
は
︑
真
宗
⽂
化
を
⼟
壌
と
し
て
滲
み
出
て
き
た
も
の
と
し
て
︑
つ
ま
り
浄
⼟
真
宗
の
中

で
⾒
い
だ
さ
れ
る
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
か
ら
真
宗
を
理
解
し
よ
う
す
る
︒
そ
し
て
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
語
録
の

中
に
︑
こ
の
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
を
認
め
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
が
︑
鈴
⽊
に
幾
種
も
出
版
さ
れ
て
い
た
七

⾥
語
録
を
収
集
さ
せ
︑
英
語
へ
訳
出
さ
せ
る
ほ
ど
ま
で
に
︑
七
⾥
に
対
し
て
強
い
関
⼼
を
抱
か
せ
る
動
機
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と
な
ç
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

 
第
三
に
︑
七
⾥
は
﹁
学
僧
﹂
と
称
さ
れ
る
⼈
物
で
あ
ç
た
︒
鈴
⽊
は
︑
七
⾥
の
学
者
的
側
⾯
を
認
め
つ

つ
も
︑
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
者
と
し
て
の
側
⾯
を
重
要
視
す
る
︒
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
者
と
認
め
る
が
ゆ

え
に
︑
鈴
⽊
は
七
⾥
を
﹁
神
秘
家
︵m

ystic

︶
﹂
と
呼
ぶ
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
は
﹁
神
秘
家
﹂
が
何
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
な
い
︒
も
し
﹁
神
秘
家
﹂
を
定
義
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
学
問
的
論
説
﹂
と
な

る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
に
︑
鈴
⽊
が
﹁
近
代
他
⼒
神
秘
家
の
⾔
葉
﹂
を
取
り
上
げ
た
意
図
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
鈴
⽊
は
あ
え
て
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
を
詳
述
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
︒ 

鈴
⽊
の
七
⾥
に
対
す
る
関
⼼
は
わ
ず
か
な
時
期
に
限
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
関
⼼
は
︑
﹁
実
践
的

な
信
仰
﹂
を
追
求
す
る
姿
勢
へ
と
還
元
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
姿
勢
は
︑
鈴
⽊
の
⽣
涯
を
通
し
て
貫
か

れ
た
︒
鈴
⽊
は
︑
真
宗
⽂
化
の
中
に
滲
み
出
る
﹁
実
践
的
な
信
仰
﹂
の
よ
り
純
粋
な
表
れ
を
追
求
し
た
︒

こ
う
し
た
追
求
こ
そ
が
︑
⼀
九
四
〇
年
代
以
降
に
み
ら
れ
る
妙
好
⼈
論
と
し
て
結
実
し
た
と
い
え
る
︒
こ

の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
が
妙
好
⼈
に
着
⽬
し
た
こ
と
は
︑
い
わ
ば
必
然
だ
ç
た
の
で
あ
り
︑
七
⾥
語
録
は
そ
の

先
駆
だ
ç
た
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
の
理
由
に
よ
り
︑
本
論
稿
で
は
七
⾥
を
妙
好
⼈
の
範
疇
と
し
て
含
め
︑
こ
れ
以
後
に
七
⾥
の
⾔
説

を
引
⽤
す
る
際
に
は
︑
そ
れ
を
妙
好
⼈
の
⾔
葉
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
︒ 

 
 

⼀ 

古
⽥
紹
欽
﹁
後
記
﹂︵﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
⼋
⼆‒

四
⼋
四
︶ 

⼆ 

楠
⼀
九
五
〇
︑
⼆‒

三 

三 

鈴
⽊
の
主
著
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
に
お
い
て
も
︑
⽇
本
⼈
の
宗
教
意
識
を
と
り
わ
け
禅
と
浄
⼟
教
の
⼆
側
⾯
か
ら
検
討
さ
れ



  
 

 55 

 
 

て
い
る
︒ 

四 Suzuki

⼀
九
⼆
五
︑
九
三 

五 
﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
〇
⼀ 

六 
﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
⼀
七
︒
な
お
︑
こ
の
箇
所
は
︑
七
⾥
語
録
を
そ
の
ま
ま
引
⽤
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
典
拠
箇
所

は
不
明
で
あ
る
︒ 

七 Suzuki
⼀
九
⼆
五
︑
⼀
〇
⼋ 

⼋ 

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ス
ル
シ
ñ
Æ
ゲ
ン
は
︑
ド
イ
ツ
⼈
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
家
と
い
わ
れ
る
⼈
物
で
あ
る
︒
楠
は
︑
キ

リ
ス
ト
教
の
⽂
脈
に
お
い
て
﹁
恩
寵
﹂
と
訳
出
す
る
︒
原
⽂
は
以
下
で
⽰
す
︒ 

A
ll that is our ow

n is w
orthless, and everything else is free grace, for w

hich w
e m

ust every m
om

ent w
ait and 

receive. But W
e can never trust too m

uch to our gracious Redeem
er; to H

im
, the m

ost m
iserable m

ay approach on 
the footing of free grace, cordially s eek H

is favour and friendship, pray to H
im

 w
ithout ceasing, filially depend 

upon H
im

, and then boldly venture all upon H
im

.

 Suzuki

⼀
九
⼆
五
︑
九
⼋ 

我
々
⾃
⾝
の
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
も
す
べ
て
価
値
な
き
も
の
で
あ
る
︒
⼀
切
の
も
の
は
神
の
⾃
由
な
恩
寵
で
あ
る

の
だ
︒
我
と
は
常
に
紳
の
恩
寵
を
求
め
︑
計
ら
ひ
な
く
そ
れ
を
取
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
常
に
恵
み
深
き

救
ひ
の
神
を
信
ず
る
の
だ
︒
さ
う
し
て
︑
そ
の
⾃
由
な
恩
寵
に
近
づ
か
ん
が
た
め
に
︑
⼀
⼼
に
神
の
恵
み
と
愛
を
求
め
︑

絶
え
ず
神
に
祈
り
︑
深
く
神
を
頼
み
︑
さ
う
し
て
︑
全
⾝
全
霊
を
思
ひ
き
つ
て
神
の
前
に
投
げ
出
す
の
だ
︒︵﹃
全
集
﹄

⼗
⼀
︑
四
〇
六
︶ 

九 

⻄
⽥
へ
の
書
簡
で
は
︑
鈴
⽊
は
ジ
≠
Æ
ム
ズ
の
書
籍
に
出
会
r
た
と
き
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒﹁
近
頃
ハ

Æ
ヴ
±
ト
⼤
学
の
ジ
≠
Æ
ム
ス
教
授
の
講
義
せ
るThe V

arieties of Religious Experience

︹
ジ
≠
Æ
ム
ズ
の
著
作
﹃
宗
教
的

経
験
の
諸
相
﹄
の
英
語
タ
イ
ト
ル
の
こ
と
︺
を
読
む
︵
君
も
此
書
は
既
に
知
れ
る
な
ら
ん
と
信
ず
︶
頗
る
⾯
⽩
し
﹂﹁
頃
⽇

ゼ
Æ
ム
ス
⽒
の
書
を
読
む
に
⾄
り
て
︑
予
の
境
涯
を
そ
の
ま
ま
に
描
か
れ
た
る
⼼
地
し
︑
数
年
来
な
き
命
の
洗
濯
し
た
り
﹂

︵﹃
全
集
﹄
三
⼗
六
︑
⼆
⼆
⼆
︶︒ 

⼀
〇 

桝
⽥
訳
⼀
九
七
〇
︑
⼀
〇–

⼀
⼋
⼀
を
参
照
︒ 

⼀
⼀ 

堀
⼆
〇
〇
⼆
を
参
照
︒ 

⼀
⼆ Suzuki

⼀
九
⼆
五
︑
九
五 
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⼀
三 

﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
〇
⼆ 

⼀
四 

﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
⼀
⼆ 

⼀
五 
佐
⽵
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀–

四 
⼀
六 
佐
⽵
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀‒

⼀
四
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
⼀
節
と
は
︑﹁
印
度
⻄
天
の
論
家
︑
中
夏
⽇
域
の
⾼
僧
︑
⼤
聖
興
世
の
正

意
を
顕
し
︑
如
来
の
本
誓
︑
機
に
応
ず
る
こ
と
を
明
す
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
が
解
説
さ
れ
る
際
︑

﹁
⿓
樹
章
﹂
と
し
て
分
類
さ
れ
る
︒﹁
⿓
樹
章
﹂
と
は
︑
⼆
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
で
中
観
派
の
仏
教
僧
侶
で
あ
r
た
⿓
樹
に
つ

い
て
説
い
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒
七
⾥
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
︒﹁
印
度
と
は
︑
お
釈

迦
様
が
御
誕
⽣
あ
ら
せ
ら
れ
た
天
竺
の
事
︑
其
天
竺
は
⼤
国
に
し
て
︑
東
⻄
南
北
の
四
と
︑
其
中
央
と
の
五
天
竺
に
別
れ
あ

る
︑
其
中
の
⻄
天
竺
に
お
⽣
ま
れ
に
な
さ
れ
た
︑
⿓
樹
菩
薩
や
天
親
菩
薩
が
︑
智
度
論
や
浄
⼟
論
な
ど
︑
御
作
り
に
な
り
た

か
ら
︑
論
家
と
申
す
﹂︒ 

⼀
七
﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
〇
三 

⼀
⼋ 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
楠
に
よ
る
翻
訳
に
は
︑"m

ystic"

を
﹁
神
秘
家
﹂
と
は
せ
ず
︑
た
と
え
ば
﹁
七
⾥
は
次
の
如
く
語

r
て
い
る
﹂
な
ど
の
よ
う
に
訳
出
す
る
︒
鈴
⽊
が" m

ystic"

を
⽤
い
て
い
る
箇
所
を
︑
筆
者
は
﹁
神
秘
家
﹂
と
し
て
訳
出
し
︑

そ
の
⽤
例
を
確
認
す
る
と
鈴
⽊
は
﹁
ド
イ
ツ
⼈
神
秘
家
の
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ル
ス
テ
Æ
ゲ
ン
︵
マ
マ
︶﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
鈴
⽊
は
神
秘
家
と
呼
ぶ
対
象
を
七
⾥
だ
け
に
限
r
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

⼀
九 

楠
訳
⼀
九
五
〇
及
び
﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
〇
⼋
に
あ
る
七
⾥
語
録
の
引
⽤
が
翻
訳
さ
れ
た
箇
所
は
︑
⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑

⼋
⼀‒

⼋
⼆
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
︒ 

⼆
〇
﹃
教
⾏
信
証
﹂﹁
⾏
巻
﹂︵﹃
真
宗
聖
教
全
書 

⼆
宗
祖
部
﹄
⼤
⼋
⽊
興
⽂
堂
︑
⼀
九
七
⼆
年
︑
⼆
⼆
⾴
︶
で
確
認
で
き
る
⽂

⾔
だ
が
︑
本
稿
で
は
︑
親
鸞
が
振
r
た
こ
の
⽂
⾔
の
分
析
は
し
な
い
︒
親
鸞
の
著
述
に
対
す
る
鈴
⽊
の
⾒
解
に
つ
い
て
︑
ま

た
改
め
て
検
討
し
た
い
︒ 
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第
⼆
章
 

鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論 

第
一
節 

妙
好
人
の
成
立 

 
本
節
第
⼀
項
で
は
︑
妙
好
⼈
と
い
う
⾔
葉
の
由
来
を
確
認
す
る
︒
第
⼆
項
で
は
︑
妙
好
⼈
と
い
う
⾔
葉

が
広
く
⼀
般
に
流
布
さ
れ
る
き
ç
か
け
と
な
ç
た
近
世
妙
好
⼈
伝
の
成
⽴
︑
第
三
項
で
は
︑
近
代
妙
好
⼈

伝
の
編
纂
に
つ
い
て
み
て
い
く
︒
第
四
項
で
は
︑
妙
好
⼈
に
対
す
る
否
定
的
評
価
︑
第
五
項
に
お
い
て
は
︑

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
代
に
⾄
る
ま
で
出
版
さ
れ
続
け
る
妙
好
⼈
関
連
の
書
籍
の
中
に
︑
鈴
⽊
の
妙

好
⼈
論
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
く
︒ 

 

第
⼀
項
 

妙
好
⼈
と
い
う
⾔
葉
に
つ
い
て 

 
本
項
で
は
︑
妙
好
⼈
と
い
う
⾔
葉
の
由
来
と
︑
ま
た
浄
⼟
真
宗
に
お
い
て
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
︒ 

 
妙
好
⼈
と
い
う
⾔
葉
は
︑
浄
⼟
三
部
経
︵
﹃
無
量
寿
経
﹄
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
﹃
阿
弥
陀
経
﹄
︶
の
⼀
つ

で
あ
る
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
﹁
流
通
分
﹂
に
み
ら
れ
︑
﹁
も
し
念
仏
す
る
者
︑
こ
の
⼈
は
こ
れ
⼈
中
の
分
陀

利
華
な
る
を
知
る
べ
し
﹂
⼀

と
あ
る
﹁
分
陀
利
華
﹂
に
由
来
し
て
い
る
︒
﹁
分
陀
利
華
﹂
と
は
⽩
蓮
華

︵
蓮
の
花
︶
を
指
す
サ
ン
ス
ク
リ
“
ト
語
のpu ṇḍarīka

の
⾳
写
語
で
あ
る
︒
浄
⼟
真
宗
の
七
祖
⼆

と
し
て

知
ら
れ
る
善
導
︵
六
⼀
三‒

六
⼋
⼀
︶
が
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
注
釈
書
と
し
て
著
し
た
﹃
観
経
疏
﹄
﹁
散

善
義
﹂
の
中
で
﹁
分
陀
利
華
﹂
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒ 

若
し
能
く
相
続
し
て
念
仏
す
る
者
︑
此
の
⼈
甚
だ
希
有
な
り
と
す
︒
更
に
物
と
し
て
以
て
之
に
⽐
ぶ

べ
き
こ
と
無
き
こ
と
を
明
か
す
︒
故
に
芬
陀
利
を
引
き
て
喩
え
と
す
︒
﹁
芬
陀
利
﹂
と
⾔
う
は
︑
⼈

中
の
好
華
と
名
づ
く
︑
亦
希
有
華
と
名
づ
く
︑
亦
⼈
中
の
上
上
華
と
名
づ
く
︑
亦
妙
好
華
と
名
づ
く
︒
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此
の
華
︑
相
伝
え
て
蔡
華
と
名
づ
く
る
︑
是
な
り
︒
若
し
念
仏
の
者
は
︑
即
ち
此
れ
⼈
中
の
好
⼈
な

り
︑
⼈
中
の
妙
好
⼈
な
り
︑
⼈
中
の
上
上
⼈
な
り
︑
⼈
中
の
希
有
⼈
な
り
︑
⼈
中
の
最
勝
⼈
な
り
︒

三 
こ
こ
で
い
わ
れ
る
念
仏
と
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
名
を
念
ず
る
こ
と
で
あ
る
︒
善
導
は
︑
﹁
念
仏
す
る
⼈
﹂
は
︑

他
の
も
の
と
は
⽐
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
﹁
希
有
﹂
な
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
希
有
﹂
で
あ
る
こ

と
を
⽩
蓮
華
に
喩
え
て
説
明
す
る
︒
⽩
蓮
華
は
泥
の
⼟
の
中
に
根
を
張
り
︑
そ
の
根
か
ら
は
泥
の
⾊
に
染

ま
ら
な
い
⽩
い
花
を
咲
か
せ
る
︒
善
導
は
い
か
な
る
も
の
に
も
染
ま
ら
な
い
⽩
蓮
華
の
美
し
さ
を
讃
え
た

意
味
を
含
ま
せ
て
︑
⽩
蓮
華
を
﹁
好
華
﹂
﹁
希
有
華
﹂
﹁
上
上
華
﹂
﹁
妙
好
華
﹂
と
呼
称
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
呼
称
を
念
仏
の
⾏
者
に
対
し
て
⽤
い
て
︑
善
導
は
﹁
念
仏
の
者
﹂
を
﹁
妙
好
⼈
﹂
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
︒ 

 
親
鸞
の
著
作
に
お
い
て
も
︑
﹁
分
陀
利
華
﹂
や
﹁
妙
好
⼈
﹂
の
語
が
散
⾒
さ
れ
る
︒
親
鸞
の
主
著
﹃
教

⾏
信
証
﹄
﹁
⾏
巻
﹂
に
は
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
は
浄
⼟
真
宗
の
法
要

で
は
必
ず
読
ま
れ
︑
真
宗
僧
侶
や
⾨
信
徒
の
間
で
⼤
切
に
さ
れ
て
き
た
偈
⽂
で
あ
る
︒ 

⼀
切
善
悪
の
凡
夫
⼈
︑
如
来
の
弘
誓
願
を
聞
信
す
れ
ば
︑
仏
︵
釈
尊
︶
︑
広
⼤
勝
解
の
ひ
と
と
の
た

ま
へ
り
︒
こ
の
⼈
を
分
陀
利
華
と
名
づ
く
︒
四 

 
ま
た
︑
親
鸞
に
よ
る
⾨
弟
へ
の
⼿
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

こ
の
信
⼼
の
⼈
を
真
の
仏
弟
⼦
と
い
へ
り
︒
こ
の
⼈
を
正
念
に
住
す
る
⼈
と
す
︒
こ
の
⼈
は
︑
摂
取

し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
︑
⾦
剛
⼼
を
え
た
る
⼈
と
申
な
り
︒
こ
の
⼈
を
上
上
⼈
と
も
︑
好
⼈
と
も
︑

妙
好
⼈
と
も
︑
最
勝
⼈
と
も
︑
希
有
⼈
と
も
ま
ふ
す
な
り
︒
こ
の
⼈
は
︑
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ

ま
れ
る
な
り
と
し
る
べ
し
︒
五 
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妙
好
⼈
と
は
︑
親
鸞
に
よ
れ
ば
煩
悩
を
そ
な
え
る
﹁
⼀
切
善
悪
凡
夫
⼈
﹂
で
あ
り
な
が
ら
︑
如
来
に
摂
取

さ
れ
︑
﹁
弘
誓
願
を
聞
信
﹂
す
る
者
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
彼
ら
は
﹁
真
の
仏
弟
⼦
﹂
で
あ
り
︑
﹁
⾦
剛

⼼
を
え
た
る
⼈
﹂
で
あ
り
︑
﹁
正
定
聚
の
位
に
定
ま
れ
る
﹂
⼈
で
あ
る
六

︒ 
 
こ
の
よ
う
に
︑
善
導
︑
親
鸞
の
い
う
﹁
妙
好
⼈
﹂
は
︑
﹁
弘
誓
願
を
聞
信
﹂
す
る
⼀
切
の
﹁
凡
夫
⼈
﹂

を
意
味
す
る
︒
近
世
近
代
以
降
に
成
⽴
す
る
典
型
的
な
妙
好
⼈
像
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
こ
に
は
み
ら

れ
な
い
︒ 

 
次
項
で
は
︑
妙
好
⼈
に
い
か
な
る
条
件
が
近
世
以
降
に
付
加
さ
れ
て
い
ç
た
の
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒ 

 

第
⼆
項
 

近
世
妙
好
⼈
伝
の
成
⽴ 

 
浄
⼟
教
に
お
い
て
⽤
い
ら
れ
る
﹁
妙
好
⼈
﹂
と
い
う
語
句
が
︑
広
く
⼀
般
に
流
布
さ
れ
た
の
は
近
世
後

期
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
は
︑
江
⼾
時
代
後
期
に
仰
誓
︵
⼀
七
⼆
⼀−

九
四
︶
に
よ
ç
て
編
纂

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
近
世
に
成
⽴
し
た
妙
好
⼈
伝
は
︑
最
初
期
は
伝
記
の
形
で
残
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の

後
︑
増
広
さ
れ
て
い
き
︑
明
治
︑
⼤
正
︑
昭
和
か
ら
現
代
に
⾄
る
ま
で
︑
様
々
な
形
式
を
も
ç
て
製
作
さ

れ
て
い
る
の
が
妙
好
⼈
の
伝
記
で
あ
る
︒ 

 
ま
ず
︑
仰
誓
が
最
初
に
編
纂
し
た
﹃
親
聞
妙
好
⼈
伝
﹄
は
版
⾏
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
現
在
は
︑
そ
の

写
本
だ
け
が
残
ç
て
い
る
︒
仰
誓
の
死
後
︑
仰
誓
の
⼦
で
あ
る
履
善
と
交
流
の
あ
ç
た
美
濃
︵
現
在
の
岐

⾩
県
︶
出
⾝
の
本
願
寺
派
僧
侶
︑
僧
純
︵
⼀
七
九
⼀−
⼀
⼋
七
⼆
︶
は
仰
誓
編
の
﹃
親
聞
妙
好
⼈
伝
﹄
を

⼀
部
改
変
し
︑
そ
れ
を
初
篇
と
し
て
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
を
版
⾏
す
る
︒ 

 
僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
は
五
巻
本
で
あ
る
︒
そ
の
⼆
篇
が
版
⾏
さ
れ
た
約
⼗
年
後
に
︑
松
前
︵
現
在
の

⻘
森
県
︶
出
⾝
の
⼤
⾕
派
僧
侶
の
象
王
︵
⽣
没
年
不
詳
︶
が
﹃
続
妙
好
⼈
伝
﹄
を
版
⾏
し
て
い
る
︒
仰
誓
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撰
・
僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
・
象
王
編
﹃
続
妙
好
⼈
伝
﹄
で
紹
介
さ
れ
る
妙
好
⼈
の
総
数
は
百
五
⼗
七
⼈

で
あ
る
七

︒ 
 
以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
妙
好
⼈
伝
の
刊
⾏
年
を
列
挙
す
る
⼋

︒ 

仰
誓
撰
・
僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
初
篇
︑
⼀
⼋
四
⼆
年
三
⽉ 

僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
⼆
篇
︑
⼀
⼋
四
⼆
年
四
⽉ 

僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
三
篇
︑
⼀
⼋
七
五
年
五
⽉ 

象
王
編
﹃
続
妙
好
⼈
伝
﹄
⼀
篇
︑
⼀
⼋
五
⼀
年
正
⽉ 

僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
四
篇
︑
⼀
⼋
五
六
年
⼗
⼀
⽉ 

僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
五
篇
︑
⼀
⼋
五
⼋
年
⼗
⽉ 

象
王
編
﹃
続
妙
好
⼈
伝
﹄
⼀
篇
︑
改
訂
補
刻
版
︑
⼀
⼋
五
九
年
五
⽉
︑ 

そ
も
そ
も
︑
仰
誓
が
妙
好
⼈
伝
を
撰
述
し
た
⽬
的
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ç
た
の
だ
ろ
う
か
︒
伊
賀
の

学
僧
で
あ
ç
た
仰
誓
が
真
宗
教
団
内
部
の
教
義
論
争
の
解
決
の
た
め
に
本
⼭
か
ら
要
請
を
受
け
て
︑
⽯
⾒

︵
現
在
の
島
根
県
︶
へ
派
遣
さ
れ
た
の
は
⼀
七
四
六
年
で
あ
ç
た
︒
伊
賀
在
住
時
代
に
妙
好
⼈
に
関
す
る

聞
き
書
き
を
始
め
た
仰
誓
は
︑
派
遣
先
で
あ
ç
た
⽯
⾒
の
浄
泉
寺
に
お
い
て
も
そ
れ
を
継
続
し
て
い
る
︒

⼀
七
四
九
年
︑
仰
誓
は
和
州
吉
野
郡
鉾
⽴
村
︵
現
在
の
奈
良
県
吉
野
郡
⼤
淀
町
鉾
⽴
︶
の
光
蓮
寺
の
⾨
徒

で
あ
ç
た
﹁
⼤
和
の
清
九
郎
﹂
と
⾯
談
す
る
︒
仰
誓
は
清
九
郎
の
⽣
き
⽅
に
感
動
し
︑
そ
れ
を
書
き
留
と

め
て
︑
さ
ら
に
他
の
妙
好
⼈
伝
を
⼗
話
加
え
︑
﹃
親
聞
妙
好
⼈
伝
﹄
を
編
纂
し
た
︒ 

 
近
世
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
で
紹
介
さ
れ
る
妙
好
⼈
の
総
数
は
⼀
五
〇
⼈
を
越
え
︑
登
場
す
る
⼈
物
の
職
業
・

性
別
・
出
⽣
地
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒
⾔
い
換
え
れ
ば
︑
近
世
の
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
は
近
世
の
真
宗
⾨
徒
の

⾏
状
を
知
る
資
料
と
し
て
豊
富
な
情
報
量
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
近
世
妙
好
⼈
の
共
通
す
る
特
徴
は
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近
世
の
社
会
体
制
に
対
す
る
従
順
さ
が
指
摘
さ
れ
︑
そ
う
し
た
特
徴
に
対
し
て
は
近
代
以
後
に
な
る
と
批

判
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
た
批
判
的
な
評
価
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
代

に
お
い
て
も
な
お
妙
好
⼈
関
連
書
籍
は
多
数
刊
⾏
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
第
三
項
 

近
代
妙
好
⼈
伝
の
編
纂 

 
明
治
の
早
い
時
期
に
出
版
さ
れ
た
妙
好
⼈
伝
に
﹃
教
海
美
譚
﹄
が
あ
り
︑
副
題
に
は
﹁
⼀
名
新
妙
好
⼈

伝
﹂
と
あ
る
︒
編
者
で
あ
る
平
松
理
英
︵
⼀
⼋
五
五̶

⼀
九
⼀
六
︶
は
真
宗
⼤
⾕
派
の
僧
侶
で
あ
る
︒
平

松
は
︑
寺
⽥
福
寿
︵
⼀
⼋
五
三‒

⼀
⼋
九
四
︶
ら
と
と
も
に
仏
教
講
談
会
を
設
⽴
し
︑
ま
た
本
願
寺
派
の

島
地
黙
雷
︵
⼀
⼋
三
⼋‒
⼀
九
⼀
⼀
︶
の
勧
め
で
令
知
会
九

に
⼊
会
す
る
な
ど
︑
関
東
を
中
⼼
に
教
化
活

動
に
⼒
を
⼊
れ
て
い
た
⼀
〇

︒ 

 
平
松
は
﹃
教
海
美
譚
﹄
の
﹁
禀
告
﹂
と
し
て
︑
読
者
に
対
し
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒ 

⼀
投
稿
者
は
事
實
を
あ
り
の
ま
ヽ
に
記
し
︑
決
し
て
⽂
飾
す
べ
か
ら
ず
︑
⼜
た
⽂
字
は
楷
書
を
以
て

認
め
︵
⽤
紙
は
半
紙
⼆
“
折
︶
地
名
︑
⼈
名
︑
等
⼀
種
の
読
法
あ
る
者
は
︑
ふ
り
が
な
を
写
し
て
送

ら
る
べ
し
︑ 

⼀
投
稿
者
は
妙
好
⼈
の
⽣
年
⽉
︑
住
所
︑
姓
名
︑
法
名
︑
往
⽣
の
年
⽉
︑
宗
派
の
名
︑
特
別
に
教
化

を
受
け
し
⼈
あ
ら
は
其
の
僧
の
住
所
︑
派
名
︑
寺
号
︑
姓
名
等
を
詳
細
に
認
め
︑
次
に
本
⼈
真
俗
に

就
て
の
美
事
善
⾏
及
び
其
の
⼈
の
性
質
︵
例
せ
は
寡
⾔
︑
温
柔
︑
剛
毅
︑
忍
耐
等
の
類
︶
境
遇
︵
例

せ
は
貧
富
︑
病
羸
︑
⽗
⺟
若
し
く
は
良
⼈
の
虐
待
の
類
︶
は
可
成
丈
細
⼤
漏
さ
ず
報
道
あ
る
べ
し
︑ 

⼀
⼈
︑
仏
菩
薩
に
⾮
ざ
る
限
り
は
︑
分
毫
の
過
失
な
き
を
保
す
べ
か
ら
ず
︑
念
仏
の
⾏
者
は
︑
其
の
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過
失
あ
る
に
當
て
返
て
妙
味
の
其
の
間
に
存
す
る
あ
り
︑
古
⼈
の
所
謂
⽇
⽉
之
⾷
の
如
き
者
是
也
︑

投
稿
者
往
々
其
の
⼈
の
美
を
挙
ぐ
る
に
僻
し
て
︑
此
の
妙
味
を
失
ふ
者
あ
り
︑
⾃
今
投
稿
者
は
︑
特

に
其
の
⼈
の
⻑
所
を
報
ず
る
の
み
な
ら
ず
︑
併
せ
て
其
の
⼈
の
短
所
を
も
報
ぜ
ら
れ
た
し
︑ 

⼀
如
何
に
美
事
善
⾏
あ
る
も
︑
安
⼼
上
異
解
の
嫌
ひ
あ
る
者
は
︑
断
じ
て
掲
載
せ
ず
︑ 

平
松
は
﹁
本
編
の
材
料
を
輯
め
て
︑
投
稿
せ
ら
れ
ん
事
を
請
ふ
﹂
と
稟
告
を
始
め
︑
投
稿
者
か
ら
の
報
告

形
式
を
と
ç
て
妙
好
⼈
伝
の
制
作
を
⾏
ç
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
凡
例
に
は
﹁
美
事
善
⾏
な
る
も
︑
⽣
存

者
を
此
の
篇
中
に
加
へ
ず
﹂
と
し
て
編
纂
当
時
に
⽣
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
﹁
美
譚
﹂
と

し
て
扱
わ
な
い
こ
と
︑
﹁
美
譚
﹂
は
寄
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
編
者
は
読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に

⽂
章
を
改
め
る
こ
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
美
譚
﹂
に
は
寄
稿
し
た
者
の
⽒
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
︒
読
者
か
ら
投
稿
を
募
る
平
松
の
﹁
禀
告
﹂
に
は
︑
妙
好
⼈
本
⼈
の
﹁
美
事
善
⾏
及
び
其

の
⼈
の
性
質
﹂
は
﹁
寡
⾔
︑
温
柔
︑
剛
毅
︑
忍
耐
等
の
類
﹂
と
し
︑
妙
好
⼈
の
置
か
れ
た
境
遇
は
﹁
貧
富
︑

病
羸
︑
⽗
⺟
若
し
く
は
良
⼈
の
虐
待
の
類
﹂
で
あ
る
な
ど
︑
こ
れ
ら
の
属
性
を
そ
な
え
る
妙
好
⼈
を
限
定

し
て
︑
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 
こ
う
し
た
投
稿
報
告
型
の
妙
好
⼈
伝
の
制
作
の
前
提
と
な
る
の
は
︑
平
松
の
禀
告
を
⽬
に
し
た
読
者
た

ち
に
明
確
な
妙
好
⼈
像
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
前
提
は
平
松
た
ち
に
よ
ç
て
新
た
に
提
⽰
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
︑
明
治
以
前
︑
全
国
的
に
流
通
し
た
僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
﹇
五
巻
本
﹈
・
象
王
編
﹃
新
妙

好
⼈
伝
﹄
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒ 
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第
四
項
 

妙
好
⼈
に
対
す
る
否
定
的
評
価 

 
安
丸
⼀
九
九
九
は
﹁
近
世
中
期
以
降
の
⺠
衆
的
諸
思
想
の
展
開
過
程
を
調
べ
て
ゆ
く
と
︑
あ
た
ら
し
い

思
想
形
成
の
努
⼒
は
︑…

︵
中
略
︶…

通
俗
道
徳
の
主
張
に
結
果
し
て
い
る
﹂
⼀
⼀
述
べ
て
い
る
︒
こ
の

通
俗
道
徳
と
は
勤
勉
・
倹
約
・
謙
虚
・
孝
⾏
な
ど
と
い
ç
た
⽣
活
に
お
け
る
規
範
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
⽣

活
規
範
を
中
核
﹂
と
し
た
思
想
が
⺠
衆
の
間
に
展
開
し
は
じ
め
る
の
は
元
禄
期
︵
⼀
六
⼋
⼋
年
︶
や
享
保

期
︵
⼀
七
⼀
六
年
︶
以
降
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
思
想
が
⺠
衆
の
間
で
展
開
し
て
い
く
過
程
を
安
丸
は
次
に

よ
う
な
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
︒ 

 
近
世
後
期
以
降
に
封
建
権
⼒
と
商
業
⾼
利
貸
資
本
に
よ
る
過
酷
な
収
奪
が
激
化
し
て
い
ç
た
こ
と
に
よ

り
︑
無
数
の
荒
廃
し
た
村
々
が
出
現
し
た
︒
村
の
状
況
は
﹁
す
さ
ま
じ
い
貧
困
︑
⽋
落
﹂
の
様
相
を
呈
し

て
お
り
︑
そ
こ
で
⽣
活
す
る
⺠
衆
へ
迫
ç
て
き
た
も
の
は
﹁
⽣
活
態
度
の
樹
⽴
﹂
で
あ
ç
た
︒ 

き
わ
め
て
多
様
な
こ
の
時
代
の
⺠
衆
思
想
も
︑
実
践
道
徳
と
し
て
み
れ
ば
︑
勤
勉
・
倹
約
・
和
合
に

要
約
さ
れ
よ
う
が
︑
⼈
々
に
否
応
な
く
思
想
形
成
を
う
な
が
し
た
の
は
︑
こ
う
し
た
徳
性
を
⾝
に
つ

け
な
け
れ
ば
た
だ
ち
に
⾃
分
の
家
な
り
村
な
り
が
没
落
し
て
し
ま
う
と
い
う
客
観
的
な
事
情
で
あ
ç

た
︒
⼀
⼆ 

⺠
衆
は
村
々
を
荒
廃
状
況
へ
⾄
ら
し
め
た
原
因
が
⽣
活
態
度
の
問
題
に
あ
る
と
考
え
︑
こ
の
⽣
活
態
度
の

改
善
が
﹁
⽣
活
態
度
の
樹
⽴
﹂
で
あ
る
︒
近
世
後
期
以
降
に
す
さ
ま
じ
い
貧
困
環
境
に
あ
ç
た
⺠
衆
へ
の

課
題
は
︑
こ
れ
以
上
不
和
を
起
こ
さ
ず
貧
し
い
環
境
に
陥
ら
な
い
た
め
の
勤
勉
な
態
度
や
和
合
と
い
ç
た

﹁
徳
性
﹂
を
⾝
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
ç
た
︒ 

 
貧
し
い
状
況
の
中
で
の
⺠
衆
の
仕
事
や
勉
強
に
対
す
る
惜
し
み
な
い
態
度
は
︑
⽣
活
の
規
範
と
な
ç
て
︑

⺠
衆
に
安
定
を
も
た
ら
し
た
︒
つ
ま
り
﹁
勤
勉
﹂
や
﹁
和
合
﹂
の
思
想
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
⽣
活
態
度
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が
︑
当
時
の
⺠
衆
に
み
ら
れ
る
労
働
へ
の
態
度
で
あ
ç
た
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑
安
丸
は
⽣
活
の
規
範
と

な
ç
た
諸
思
想
は
﹁
全
国
的
な
規
模
で
展
開
し
︑
明
治
⼆
⼗
年
代
以
降
に
最
底
辺
の
⺠
衆
ま
で
ま
き
こ
ん

だ
﹂
⼀
三

と
述
べ
て
︑
最
底
辺
の
⺠
衆
の
事
例
の
⼀
つ
と
し
て
﹁
真
宗
史
に
お
け
る
妙
好
⼈
﹂
⼀
四

を
挙
げ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
妙
好
⼈
は
︑
貧
し
さ
の
中
で
も
道
徳
性
を
保
つ
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒ 

 
妙
好
⼈
と
い
う
存
在
を
否
定
的
に
評
価
し
た
最
初
の
⾔
説
と
し
て
︑
野
々
村
⼀
九
⼆
⼆
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
︒
野
々
村
は
近
世
の
妙
好
⼈
像
に
対
し
て
﹁
多
く
は
順
次
︵
順
次
⽣
・
来
世
︶
の
極
楽
往
⽣
を
好
餌
と

し
て
︑
現
⽣
的
に
は
全
く
去
勢
せ
ら
れ
た
る
安
全
⼈
物
の
羅
列
﹂
⼀
五

と
妙
好
⼈
を
厳
し
く
批
判
的
に
捉

え
る
︒
あ
る
い
は
︑
妙
好
⼈
に
対
し
て
︑
家
永
⼀
九
四
七
は
﹁
封
建
社
会
の
重
圧
を
⽢
受
し
て
︑
歴
史
の

進
展
に
⼒
を
つ
く
そ
う
と
す
る
積
極
的
意
欲
に
⽋
け
た
⼈
間
ば
か
り
で
あ
る
﹂
⼀
六

と
し
て
い
る
︒ 

 
⼩
栗
純
⼦
︵
⼀
九
四
五–
︶
や
柏
原
祐
泉
︵
⼀
九
⼀
六−

⼆
〇
〇
⼆
︶
は
︑
妙
好
⼈
伝
誕
⽣
の
背
景
に

あ
る
真
宗
教
団
を
含
む
社
会
に
お
い
て
︑
当
時
の
⺠
衆
︑
妙
好
⼈
の
精
神
に
ど
の
よ
う
に
影
響
が
及
ぼ
さ

れ
た
の
か
を
分
析
し
て
い
る
︒
⼩
栗
⼀
九
七
五
は
︑
仰
誓
の
妙
好
⼈
伝
編
纂
の
第
⼀
の
⽬
的
は
教
団
内
の

秩
序
維
持
と
︑
教
団
内
を
乱
す
⾔
説
が
横
⾏
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
ç
た
と
評
価
し
て
い
る
︒ 

﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
は
清
九
郎
を
江
⼾
時
代
の
社
会
で
要
求
さ
れ
る
﹁
忠
﹂
と
﹁
孝
﹂
︑
そ
れ
に
も
う
⼀

つ
︑
﹁
信
﹂
を
そ
な
え
た
理
想
的
な
念
仏
者
と
し
て
記
し
て
い
る
︒…

︵
中
略
︶…

清
九
郎
は
幕
藩

体
制
の
要
求
に
対
し
て
は
︑
ま
さ
に
⾺
⿅
正
直
と
も
い
え
る
態
度
で
順
応
す
る
⼈
間
で
あ
ç
た
︒
し

た
が
ç
て
︑
⽀
配
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
農
⺠
の
模
範
と
考
え
ら
れ
︑
善
⾏
の
ゆ
え
を
も
ç
て
表
彰
さ

れ
る
︒
⼀
七  

 
こ
の
よ
う
に
⼩
栗
は
同
じ
く
︑
藩
体
制
下
の
浄
⼟
真
宗
・
本
願
寺
教
団
内
で
期
待
さ
れ
る
理
想
的
な
念
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仏
者
︑
⼈
間
像
と
し
て
妙
好
⼈
を
捉
え
︑
ま
た
そ
う
し
た
真
宗
⾨
徒
を
称
賛
す
る
こ
と
で
真
宗
教
団
内
の

秩
序
の
安
定
化
を
⽬
指
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒ 

 
ま
た
︑
柏
原
⼀
九
九
⼆
は
︑
妙
好
⼈
伝
成
⽴
当
時
︑
本
願
寺
に
は
︑
本
末
・
檀
家
制
度
に
よ
る
本
願
寺

の
権
威
化
と
︑
本
⼭
と
末
寺
の
関
係
の
固
定
化
へ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
︒
⼩
栗
の
評
価
を

受
け
て
︑
柏
原
は
真
宗
⾨
徒
を
﹁
体
制
順
応
的
﹂
な
性
格
を
具
え
る
⼈
物
と
し
て
教
化
し
て
い
く
こ
と
で
︑

教
団
内
の
秩
序
を
保
と
う
と
し
た
と
指
摘
す
る
⼀
⼋

︒
こ
の
よ
う
に
︑
⼩
栗
や
柏
原
も
近
世
妙
好
⼈
伝
の

成
⽴
と
妙
好
⼈
像
の
形
成
の
要
因
を
︑
当
時
の
社
会
構
造
が
⺠
衆
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
点
に
み
た

上
で
︑
彼
ら
の
特
徴
を
﹁
⾮
社
会
性
﹂
︑
﹁
体
制
的
﹂
︑
﹁
順
応
的
性
格
﹂
と
し
て
み
る
⼀
九

︒ 

 
⼩
栗
や
柏
原
に
よ
ç
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
近
世
の
妙
好
⼈
像
は
︑
近
世
教
団
内
に
お
い
て
理
想
的
と
さ

れ
る
⼈
物
像
で
あ
ç
た
︒
そ
の
⼈
物
像
は
︑
広
い
意
味
で
は
当
時
の
幕
藩
体
制
︑
狭
い
意
味
で
は
真
宗
教

団
と
い
う
組
織
に
対
し
て
順
応
的
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ç
た
⼆
〇

︒ 

 
以
上
の
よ
う
な
妙
好
⼈
に
対
す
る
批
判
的
な
評
価
が
あ
る
⼀
⽅
で
︑
浅
原
才
市
や
因
幡
の
源
左
と
い
ç

た
特
定
の
妙
好
⼈
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
︒
鈴
⽊
や
柳
宗
悦
︵
⼀
⼋
⼋
九−

⼀
九
六
⼀
︶

ら
は
︑
才
市
が
実
際
に
書
き
留
め
た
詩
な
ど
を
通
じ
て
︑
彼
ら
の
﹁
実
存
的
﹂
︑
﹁
主
体
的
﹂
⼆
⼀

な
あ

り
⽅
を
分
析
す
る
︒
鈴
⽊
は
⽯
⾒
︵
現
在
の
島
根
県
︶
の
温
泉
津
出
⾝
で
あ
る
浄
⼟
真
宗
の
⾨
徒
で
あ
ç

た
浅
原
才
市
に
つ
い
て
の
妙
好
⼈
研
究
を
⾏
い
︑
国
内
外
を
問
わ
ず
妙
好
⼈
・
浅
原
才
市
の
存
在
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
も
社
会
へ
の
参
画
に
対
す
る
受
動
的
・
消
極
的
態
度
を
妙
好
⼈
の

⼀
側
⾯
と
し
て
認
め
⼆
⼆
︑
そ
の
態
度
に
つ
い
て
は
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
︒ 

浄
⼟
系
思
想
は
い
ふ
と
こ
ろ
の
他
⼒
宗
で
あ
る
か
ら
︑
信
者
の
受
動
的
態
勢
を
︑
そ
の
⽣
活
の
各
⽅

⾯
に
強
調
す
る
の
は
⾃
然
で
あ
る
︒
妙
好
⼈
に
は
︑
特
に
こ
の
傾
向
が
あ
る
︒
普
通
に
忍
苦
の
⽣
活
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と
認
め
ら
れ
る
⽣
活
状
態
で
も
︑
彼
等
は
何
等
の
不
平
を
も
訴
へ
な
い
で
居
る
︑
或
は
却
つ
て
こ
れ

を
感
謝
す
る
と
云
ふ
気
分
さ
へ
⾒
え
る
︑
所
謂
る
法
喜
禅
悦
で
あ
る
︒
彼
等
の
⽣
活
は
︑
﹁
あ
り
が

た
い
﹂
・
﹁
勿
体
な
い
﹂
・
﹁
か
た
じ
け
な
い
﹂
な
ど
云
ふ
⼀
連
の
感
情
で
貫
か
れ
て
居
る
︒
た
ん

な
る
﹁
無
抵
抗
﹂
と
か
﹁
無
害
﹂
と
か
云
ふ
だ
け
で
な
く
︑
積
極
的
に
こ
れ
を
楽
し
む
と
さ
へ
云
ひ

得
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
の
や
う
な
態
度
は
︑
個
⼈
的
に
は
頗
る
妙
を
得
て
居
る
と
も
云
は
れ
る
が
︑

集
団
⽣
活
の
全
体
か
ら
⾒
て
︑
ど
れ
ほ
ど
に
歓
迎
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
︑
尚
ほ
思
考
の
余
地
が
あ
ら

う
︒
⼆
三 

鈴
⽊
も
ま
た
︑
道
徳
的
な
⼈
物
像
を
描
く
近
世
妙
好
⼈
伝
に
対
し
て
は
︑
か
な
り
批
判
的
な
態
度
を
⽰
し

て
い
る
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
楠
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒ 

⼤
拙
先
⽣
は
妙
好
⼈
が
好
き
だ
ç
た
と
い
わ
れ
る
が
︑
妙
好
⼈
と
世
間
か
ら
云
わ
れ
る
⼈
は
全
部
好

き
だ
ç
た
訳
で
は
勿
論
な
い
︒
有
難
屋
や
道
徳
家
に
近
い
信
者
は
昔
か
ら
今
ま
で
沢
⼭
い
る
が
︑
ま

た
そ
う
云
う
⼈
物
が
例
の
江
⼾
時
代
末
に
本
願
寺
末
寺
の
僧
侶
の
仰
誓
・
僧
純
・
象
王
の
三
⼈
に
よ

ç
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
の
中
に
⼊
ç
て
い
る
が
︑
そ
う
云
う
⼈
達
を
先
⽣
は
妙
好
⼈
と
は

認
め
て
お
ら
れ
な
か
ç
た
︒
⼆
四 

 
し
か
し
な
が
ら
︑
鈴
⽊
の
そ
の
批
判
は
︑
先
に
挙
げ
た
先
⾏
研
究
と
は
異
な
ç
た
視
点
か
ら
の
批
判
で

あ
る
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
同
じ
く
楠
は
︑ 

先
⽣
が
真
個
の
妙
好
⼈
と
認
め
て
お
ら
れ
た
の
は
︑
外
⾯
に
現
れ
る
善
⾏
美
徳
や
時
の
権
威
者
の
眼

鏡
に
か
な
ç
た
念
仏
者
と
云
わ
れ
る
者
で
は
な
し
に
︑
内
に
確
た
る
宗
教
体
験
を
持
ç
て
い
る
⼈
︑

信
の
中
核
と
で
も
云
う
も
の
を
掴
ん
で
い
る
⼈
︑
そ
う
云
う
も
の
が
そ
の
⼈
の
⾔
⾏
の
中
に
⼗
分
に

窺
い
知
る
こ
と
の
出
来
る
⼈
︑
つ
ま
り
安
⼼
決
定
し
て
内
に
不
動
の
信
⼼
を
い
だ
い
て
い
る
⼈
︑
そ
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う
云
う
信
者
を
妙
好
⼈
と
し
て
認
め
て
お
ら
れ
た
︒
⼆
五 

と
述
べ
て
い
る
︒
実
際
の
信
仰
か
ら
妙
好
⼈
を
⾒
る
と
い
う
こ
の
視
点
は
︑
妙
好
⼈
像
を
総
じ
て
変
化
さ

せ
︑
そ
れ
は
今
に
⾄
る
ま
で
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

第
五
項
 

現
代
に
み
ら
れ
る
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
影
響 

 
現
代
で
は
︑
妙
好
⼈
は
ど
の
よ
う
な
⼈
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 
⼆
〇
〇
〇
年
以
降
に
刊
⾏
さ
れ
た
妙
好
⼈
関
連
書
籍
は
⼆
⼗
冊
以
上
に
の
ぼ
る
⼆
六

︒
そ
こ
で
扱
わ
れ

る
内
容
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒ 

① 

地
域
に
限
定
し
た
特
定
の
⼈
物
を
妙
好
⼈
と
し
て
扱
う
も
の
︒ 

例
î
⼤
須
賀
秀
道
編
・
尾
⽥
武
雄
編
﹃
砺
波
庄
太
郎—

明
治
の
妙
好
⼈
﹄
︑
尾
⽥
武
雄
編
﹃
両
堂
再
建
の

妙
好
⼈ 

砺
波
庄
太
郎
﹄
︑
川
井
学
絵
﹃
⽥
原
の
お
園 

ま
ん
が
妙
好
⼈
伝
﹄
︑
⻄
⼭
郷
史
﹃
妙
好
⼈ 

千
代

尼
﹄
︑
岸
⽥
緑
溪
﹃
妙
好
⼈
列
伝̶

̶

な
ぜ
熊
⾕
守
⼀
は
妙
好
⼈
な
の
か
﹄
︑
太
⽥
浩
史
﹃
妙
好
⼈
棟
⽅

志
功
﹄
な
ど
⼆
七

︒ 

 
①
の
書
籍
の
特
徴
と
し
て
︑
タ
イ
ト
ル
に
個
⼈
名
が
使
⽤
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
た
と
え

ば
︑
﹁
砺
波
庄
太
郎
﹂
︵
⼀
⼋
三
四−

⼀
九
〇
三
︶
は
︑
越
中
国
砺
波
郡
般
若
村
︵
現
在
の
富
⼭
県
砺
波

市
︶
出
⾝
で
︑
明
治
期
に
⾏
わ
れ
た
東
本
願
寺
両
堂
再
建
時
に
︑
砺
波
か
ら
の
奉
仕
⼈
の
宿
泊
所
で
あ
る

砺
波
詰
所
に
お
い
て
番
頭
で
あ
ç
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
﹁
千
代
尼
﹂
︵
⼀
七
〇
三−

⼀
七
七
五
︶
は
︑

加
賀
国
松
任
︵
現
在
の
⽯
川
県
⽩
⼭
市
︶
出
⾝
で
︑
江
⼾
時
代
の
⼥
流
俳
⼈
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
る

⼆
⼋

︒
他
に
も
︑
⽇
本
の
近
代
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
熊
⾕
守
⼀
﹂
︵
⼀
⼋
⼋
〇–

⼀
九
七
七
︶
や
﹁
棟

⽅
志
功
﹂
︵
⼀
九
〇
三‒

⼀
九
七
五
︶
ま
で
も
が
妙
好
⼈
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 
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② 

数
名
の
妙
好
⼈
の
中
で
も
︑
特
定
の
妙
好
⼈
達
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
る
も
の
︒ 

例
î
﹁
浅
原
才
市
﹂
︑
﹁
讃
岐
の
庄
松
﹂
︑
﹁
因
幡
の
源
左
﹂
︑
﹁
⾚
尾
の
道
宗
﹂
︑
﹁
⼤
和
の
清
九

郎
﹂
︑
﹁
有
福
の
善
太
郎
﹂
︑
﹁
六
連
島
の
お
軽
﹂
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
二
九

︒ 
 

た
と
え
ば
︑
仏
教
を
扱
ç
た
⽂
芸
⼤
衆
雑
誌
﹃
⼤
法
輪
﹄
⼆
〇
〇
六
年
第
七
号
で
は
︑
﹁
妙
好
⼈
︿
そ

の
純
朴
な
信
仰
世
界
﹀
﹂
の
特
集
号
で
あ
り
︑
九
⼈
の
妙
好
⼈
三
〇

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
⽬
次
の
構
成

は
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
と
柳
宗
悦
の
妙
好
⼈
﹂
﹁
⽣
き
⽅
⼗
ケ
条
﹂
﹁
妙
好
⼈
伝
案
内
﹂
で
あ
る
︒
梯
實
圓
︵
⼀

九
⼆
七‒
⼆
〇
⼀
四
︶
に
よ
る
記
事
﹁
妙
好
⼈
と
は
ど
ん
な
⼈
か
﹂
で
は
︑
妙
好
⼈
は
﹁
主
と
し
て
在
家

の
念
仏
者
で
︑
そ
の
⾔
⾏
が
と
く
に
有
難
く
︑
周
囲
の
⼈
々
に
⼤
き
な
影
響
を
与
え
た
⽅
々
﹂
と
説
明
し
︑

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

と
く
に
讃
岐
の
庄
松
さ
ん
と
か
︑
因
幡
の
源
左
さ
ん
な
ど
は
︑
読
み
書
き
も
で
き
な
い
⼈
で
し
た
し
︑

浅
原
才
市
さ
ん
な
ど
は
︑
仮
名
の
読
み
書
き
が
で
き
る
程
度
の
学
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑

彼
等
が
語
る
宗
教
的
な
領
域
は
︑
古
今
の
⾼
僧
た
ち
が
到
達
さ
れ
て
い
る
境
地
と
変
わ
ら
な
い
透
徹

し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
︒
三
⼀ 

こ
の
よ
う
に
︑
②
に
関
連
す
る
書
籍
で
扱
わ
れ
る
の
は
︑
先
に
挙
げ
た
特
定
の
⼈
物
が
多
く
を
占
め
て
い

る
︒ 

 
現
代
に
お
い
て
注
⽬
さ
れ
る
妙
好
⼈
像
は
と
り
わ
け
讃
岐
の
庄
松
︑
因
幡
の
源
左
︑
浅
原
才
市
が
選
ば

れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
︑
菊
藤
⼆
〇
⼀
七
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

三
⼈
﹇
鈴
⽊
や
柳
や
楠
﹈
が
取
り
上
げ
た
妙
好
⼈
は
︑
江
⼾
時
代
に
編
集
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
か

ら
は
︑
⾚
尾
の
道
宗
︑
⼤
和
の
清
九
郎
︑
⽥
原
の
お
園
ら
数
⼈
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
も
江
⼾
時
代
に

編
集
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
か
ら
の
紹
介
で
は
な
く
︑
他
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
ç
た
︒
そ
の
理
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由
と
し
て
︑
近
世
の
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
は
︑
そ
の
多
く
が
篤
信
者
の
⾔
⾏
の
紹
介
に
と
ど
ま
り
︑
個
⼈

の
宗
教
⼼
の
内
実
が
⼗
分
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
思
わ
れ
る
︒
三
⼈
が
取
り
上
げ
た
お
も
な

妙
好
⼈
は
︑
讃
岐
の
庄
松
︑
和
泉
の
物
種
吉
兵
衛
︑
⽯
⾒
の
浅
原
才
市
︑
因
幡
の
⾜
利
源
左
︑
⽯
⾒

の
⼩
川
仲
造
︑
丹
波
の
三
⽥
源
七
ら
︑
近
世
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
⽣
き
た
⼈
た
ち
で
あ
ç
た
︒
と

く
に
⽯
⾒
の
浅
原
才
市
の
念
仏
詩
と
讃
岐
の
庄
松
︑
因
幡
の
源
左
の
⾔
⾏
録
は
思
想
化
・
体
系
化
さ

れ
︑
彼
ら
の
霊
性
的
⾃
覚
が
宗
教
的
究
竟
的
真
理
で
あ
る
と
し
て
世
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
三
⼆

︒ 

菊
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
庄
松
︑
源
左
︑
才
市
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
妙
好
⼈

へ
の
再
評
価
が
⼤
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
は
︑
彼
ら
の
信
仰
内
容
に
注
⽬
し
た

も
の
で
あ
ç
た
︒
そ
う
し
た
視
点
こ
そ
が
︑
特
定
の
妙
好
⼈
を
重
点
的
に
扱
わ
せ
る
要
因
と
な
ç
た
の
で

あ
る
︒
そ
れ
は
︑
現
代
の
我
々
が
妙
好
⼈
と
は
何
か
と
思
い
浮
か
べ
る
と
き
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
︑

才
市
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
才
市
や
源
左
と
い
ç
た
特
定
の

妙
好
⼈
が
今
な
お
取
り
上
げ
ら
れ
続
け
る
の
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
功
績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
⼤
き
い
と

い
え
よ
う
︒ 

 
本
節
で
扱
ç
た
妙
好
⼈
成
⽴
の
背
景
か
ら
︑
妙
好
⼈
の
⾔
葉
に
は
イ
メ
5
ジ
さ
れ
る
内
容
に
幅
が
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
多
様
な
広
が
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ç
た
三
三

︒
と
い
う
の
も
︑
妙
好
⼈
と
い

う
⾔
葉
は
︑
近
世
妙
好
⼈
伝
の
成
⽴
か
ら
現
代
に
⾄
る
中
で
︑
様
々
な
⼈
物
に
充
て
ら
れ
て
き
た
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
⾔
葉
の
持
つ
柔
軟
さ
は
︑
あ
る
⼀
⾯
で
は
︑
名
も
な
き
⼈
々
に
名
前

を
与
え
る
よ
う
な
豊
か
さ
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
柔
軟
さ
故
に
︑
本
論
稿
で
の

妙
好
⼈
の
再
検
討
が
可
能
と
な
ç
た
の
で
あ
る
︒
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⼀ 

原
⽂
は
﹁
若
念
仏
者
︒
當
知
此
⼈
即
是
⼈
中
分
陀
利
花
﹂[T. 12, N

o. 366, 346b12–13]  

⼆ 
イ
ン
ド
の
⿓
樹
︑
天
親
︑
中
国
の
曇
鸞
︑
道
綽
︑
善
導
︑
⽇
本
の
源
信
︑
源
空
︵
法
然
︶
の
七
⼈
︒ 

三
原
⽂
は
﹁
若
能
相
続
念
仏
者
︑
此
⼈
甚
為
希
有
︑
更
無
物
可
以
⽅
之
︒
故
引
分
陀
利
為
喩
︒
⾔
﹁
分
陀
利
﹂
者
︑
名
⼈
中

好
華
︑
亦
名
希
有
華
︑
亦
名
⼈
中
上
上
華
︑
亦
名
⼈
中
妙
好
華
︒
此
華
相
伝
名
蔡
華
是
︒
若
念
仏
者
︑
即
是
⼈
中
好
⼈
︑
⼈

中
妙
好
⼈
︑
⼈
中
上
上
⼈
︑
⼈
中
希
有
⼈
︑
⼈
中
最
勝
⼈
也
﹂︵﹃
真
聖
全
﹄
⼀
︑
五
五
⼋
︶ 

四 

原
⽂
は
﹁
⼀
切
善
悪
凡
夫
⼈
︑
聞
信
如
来
弘
誓
願
︑
仏
⾔
広
⼤
勝
解
者
︑
是
⼈
名
分
陀
利
華
﹂︵﹃
真
聖
全
﹄
⼆
︑
四
四
︶ 

五 

﹃
真
聖
全
﹄
⼆
︑
六
六
〇 

六 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
七
⼀ 

七 

柏
原
⼀
九
九
⼆
︑
⼋
四
に
よ
r
て
統
計
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
全
編
の
総
数
︑
在
世
年
次
︑
所
属
国
別
︑
職
業
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
︒﹁
総
数̶

̶
⼀
五
七
名
︵
う
ち
各
篇
⽬
次
に
載
せ
る
も
の
初
篇
⼆
⼗
⼀
名
︑
第
⼆
編
三
⼗
七
名
︑
第
三
篇

⼗
九
名
︑
第
四
篇
⼆
⼗
七
名
︑
第
五
篇
⼆
⼗
⼀
名
︑
続
篇
⼆
⼗
四
名
︑
計
⼀
四
九
名
︑
⽬
次
に
載
せ
ず
に
⽂
中
に
併
説
す
る

も
の
計
⼋
名
︶﹂︑﹁
在
世
年
次
︵
ま
た
は
没
年
︶̶

̶

天
正−

元
禄
年
間
︵
⼀
五
七
三−

⼀
七
〇
四
︶
三
名
︑
宝
永−

享
和

年
間
︵
⼀
七
〇
四−

⼀
⼋
〇
四
︶
四
⼗
⼆
名
︑
⽂
化−

安
政
年
間
︵
⼀
⼋
〇
四−

⼀
⼋
六
〇
︶
⼋
⼗
名
︑
不
詳
三
⼗
⼆
名
︒

計
⼀
五
七
名
﹂︑﹁
所
属
国
別̶

̶

⽯
⾒
国
⼗
⼀
名
︑
美
濃
国
⼗
名
︑
越
後
・
摂
津
国
各
九
名
︑
越
前
国
⼋
名
︑
和
泉
国
・
但

⾺
国
・
陸
奥
国
各
七
名
︑
三
河
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
各
六
名
︑
越
中
国
・
安
芸
国
・
⼭
城
国
・
豊
後
国
各
五
名
︑
能
登

国
・
加
賀
国
・
武
蔵
国
・
伊
賀
国
・
出
⽻
国
・
薩
摩
国
・
肥
後
国
各
三
名
︑
⻑
⾨
国
・
信
濃
国
・
伊
勢
国
・
尾
張
国
・
伯
耆

国
・
⼤
和
国
・
筑
前
国
・
近
江
国
・
讃
岐
国
・
備
後
国
各
⼆
名
︑
周
防
国
・
豊
前
国
・
伊
予
国
・
若
狭
国
・
⾶
騨
国
・
常
陸

国
・
河
内
国
・
紀
伊
国
・
肥
前
国
・
遠
江
国
各
⼀
名
︒
計
⼀
五
七
名
﹂﹁
職
業
別̶

̶

農
⺠
六
⼗
四
名
︵
う
ち
貧
農
⼗
五
名
︑

富
農
五
名
︑
半
農
半
商
⼀
名
︶︑
商
⼈
⼆
⼗
七
名
︵
う
ち
貧
商
⼀
名
︑
富
商
四
名
︶︑
漁
師
⼀
名
︑
武
⼠
⼗
名
︵
う
ち
⼤
⾝
三

名
︑
武
⼠
の
妻
⼆
名
︶︑
幼
児
⼗
名
︑
医
師
四
名
︵
う
ち
そ
の
妻
⼀
名
︶︑
僧
侶
四
名
︑
坊
守
お
よ
び
尼
六
名
︑
乞
丐
者
と
賤

⺠
三
名
︑﹁
遊
⼥
﹂
⼆
名
︑
其
他
⼗
名
︵
乳
⺟
・
下
⼥
・
相
撲
取
・
船
頭
・
⾺
⽅
・
博
労
各
⼀
名
な
ど
︶︑
不
詳
⼗
六
名
︒
計

⼀
五
七
名
﹂ 

⼋ 

成
⽴
年
表
は
﹃
⼤
系
真
宗
史
料
伝
記
編
⼋ 

妙
好
⼈
伝
﹄
を
参
照
し
た
︒ 
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九 

中
⻄
・
近
藤
⼆
〇
⼀
七 

⼀
〇
﹃
教
海
美
譚
﹄
で
紹
介
さ
れ
る
妙
好
⼈
の
な
か
で
も
︑
と
り
わ
け
⼥
性
妙
好
⼈
に
注
⽬
し
た
岩
⽥
⼆
〇
⼀
⼋
b
︑
⼋
四‒

⼋
五
は
︑﹃
教
海
美
譚
﹄
で
妙
好
⼈
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
⼥
性
は
⼗
五
名
で
あ
r
た
と
⾔
及
し
て
い
る
︒﹁
吉
⽥
松
陰
先
⽣

︵
寅
⼆
郎
︶
の
妹
な
り
﹂
と
し
て
︑
上
流
階
級
出
⾝
の
⼥
性
で
あ
r
た
杉
希
⼦
が
妙
好
⼈
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

触
れ
て
い
る
︒ 

⼀
⼀ 

安
丸
⼀
九
九
九
︑
⼀
⼋ 

⼀
⼆ 

安
丸
⼀
九
九
九
︑
三
⼀ 

⼀
三 

安
丸
⼀
九
九
九
︑
⼆
三 

⼀
四 

安
丸
⼀
九
九
九
︑
⼆
三 

⼀
五 

野
々
村
⼀
九
⼆
三
︑
⼗
六
の
妙
好
⼈
批
判
に
対
し
︑
柏
原
⼀
九
九
⼆
︑
⼆
三
⼆
は
﹁
妙
好
⼈
に
対
す
る
批
判
の
最
初
の

も
の
か
と
思
う
が
︑
浄
⼟
教
の
来
世
主
義
に
対
す
る
批
判
の
⼀
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
︑
鋭
い
指
摘
で
あ
る
﹂

と
評
価
す
る
︒ 

⼀
六 

家
永
⼀
九
四
七 

⼀
七 

⼩
栗
⼀
九
七
五
︑
⼆
七 

⼀
⼋ 

柏
原
⼀
九
九
⼆
︑
三
⼆‒

四
⼋ 

⼀
九 

柏
原
⼀
九
九
⼆
︑
⼆
⼆
九 

⼆
〇 

本
論
稿
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
︑
妙
好
⼈
に
関
す
る
研
究
に
は
︑
⼟
井
や
朝
枝
に
よ
る
妙
好
⼈
伝
の
書
誌
学
的
研

究
︑﹃
新
続
妙
好
⼈
伝
﹄
の
編
纂
者
象
王
に
関
す
る
史
跡
調
査
を
⾏
う
菊
藤
⼆
〇
⼀
九
な
ど
が
み
ら
れ
る
︒ 

⼆
⼀ 

柏
原
⼀
九
九
⼆
︑
⼆
⼆
九 

⼆
⼆ 

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
三
六
︒
初
出
は
﹃
妙
好
⼈
﹄
⼤
⾕
出
版
︑
⼀
九
四
⼋
年
︒ 

⼆
三 

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
三
六 

⼆
四  

楠
⼀
九
⼋
⼋
︑
三‒

四 

⼆
五 

楠
⼀
九
⼋
⼋
︑
四 

⼆
六 

妙
好
⼈
を
主
題
と
す
る
も
の
︑
な
い
し
妙
好
⼈
に
関
す
る
⾔
及
が
み
ら
れ
る
書
籍
の
う
ち
︑
⼆
〇
⼆
〇
年
以
降
の
刊
⾏
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物
だ
け
で
も
︑
岸
⽥
緑
溪
﹃
妙
好
⼈
列
伝̶

̶

な
ぜ
熊
⾕
守
⼀
は
妙
好
⼈
な
の
か
﹄︵
⼆
〇
⼆
〇
︑
湘
南
社
︶︑
太
⽥
浩
史

﹃
妙
好
⼈
棟
⽅
志
功
﹄︵
⼆
〇
⼆
〇
︑
響
流
選
書
︶︑
佐
藤
平
賢
明
訳
﹃
真
宗
と
は
何
か
﹄︵
⼆
〇
⼆
⼀
︑
法
藏
館
︶
森
越
博

﹃
妙
好
⼈
が
⽣
き
る
⁄
と
や
ま
の
念
仏
者
﹄︵
⼆
〇
⼆
⼆
︑
桂
書
房
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒ 

⼆
七 

他
に
も
︑
関
連
書
籍
で
は
な
い
が
︑
妙
好
⼈
へ
の
⾔
及
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ブ
Æ
タ
ン
に
お
け
る

チ
ベ
S
ト
仏
教
の
信
仰
を
研
究
す
る
本
林
⼆
〇
〇
⼋
︑
⼀
⼋
⼋
は
︑﹁
念
仏
の
信
仰
に
⽣
き
た
真
宗
の
篤
信
者
で
あ
る
妙
好

⼈
と
ブ
Æ
タ
ン
⼈
の
宗
教
⽣
活
が
似
て
い
る
﹂
と
前
置
き
し
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

﹁
源
左
﹂
と
は
因
幡
の
源
左
の
こ
と
で
⼀
⼋
四
⼆
年
に
因
幡
国
気
多
郡
⼭
根
村
︵
現
在
の
⿃
取
市
⻘
⾕
町
⼭
根
︶
の
農

家
に
⽣
ま
れ
⼀
九
三
〇
年
ま
で
⽣
き
た
⼈
物
で
あ
る
︒
源
左
に
つ
い
て
は
︑
鈴
⽊
の
影
響
を
強
く
受
け
た
⺠
芸
運
動
家

の
柳
宗
悦
が
昭
和
⼀
九
六
〇
年
に
百
華
苑
よ
り
﹃
妙
好
⼈
因
幡
の
源
左
﹄
を
刊
⾏
し
て
い
る
︒
源
左
に
関
し
て
も
才
市

と
同
様
に
⾔
⾏
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒ 

⼆
⼋ 

鈴
⽊
は
﹁
朝
顔
や
つ
る
べ
と
ら
れ
て
貰
ひ
⽔
﹂
と
い
う
千
代
尼
の
詩
を
﹃
禅
と
⽇
本
⽂
化
﹄
で
紹
介
し
て
い
る
︒﹃︵
全

集
﹄
⼗
⼀
︑
⼀
三
三
︶ 

⼆
九 

ま
た
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
略
歴
を
挙
げ
る
︒ 

・ 

讃
岐
の
庄
松
︵
⼀
七
九
九‒

⼀
九
七
⼀
︶︑
讃
岐
国
⼤
内
郡
⼟
居
村
︵
現
在
の
⾹
川
県
東
か
が
わ
市
⼟
居
︶
に
︑
⾕
⼝
清

七
の
⼦
と
し
て
⽣
ま
れ
る
︒ 

・ 

三
河
︵
⽥
原
︶
の
お
園
︵
⼀
七
七
六–

⼀
⼋
五
三
︶︑
農
家
の
出
⾝
︒
三
河
国
⽥
原
藩
︵
現
在
の
愛
知
県
東
部
︑
渥
美
半

島
︶
の
藩
医
の
鈴
⽊
家
に
下
働
き
と
し
て
奉
公
を
し
て
い
た
⼥
性
で
あ
る
︒ 

・ 

物
種
吉
兵
衛
︵
⼀
⼋
〇
三‒

⼀
⼋
⼋
〇
︶︑
和
泉
国
泉
北
郡
浜
寺
村
船
尾
︵
現
在
の
⼤
阪
府
堺
市
⻄
区
浜
寺
船
尾
町
︶
に

⽣
ま
れ
る
︒
吉
兵
衛
の
⽗
は
物
種
利
兵
衛
と
い
い
︑
吉
兵
衛
の
⽣
ま
れ
た
頃
は
中
流
も
し
く
は
豪
農
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
資
産
を
持
r
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒ 

・ 

⾚
尾
の
道
宗
︵
⽣
年
不
詳‒

⼀
五
⼀
六
︶︑
越
中
︵
現
在
の
富
⼭
県
︶
の
南
端
に
あ
る
五
箇
⼭
と
呼
ば
れ
る
⼭
村
に
⽣
ま

れ
る
︒
道
宗
は
⾃
省
の
⽂
章
と
し
て
﹃
⼆
⼗
⼀
箇
條
﹄
を
遺
し
て
い
る
︒ 

・ 

有
福
の
善
太
郎
︵
⼀
七
⼆
⼋‒

⼀
⼋
五
六
︶︑
下
有
福
︵
現
在
の
島
根
県
浜
⽥
市
下
有
福
町
︶
の
農
家
に
⽣
ま
れ
る
︒
善

太
郎
は
⼿
記
を
残
し
て
お
り
︑
僧
純
編
﹃
妙
好
⼈
伝
第
四
﹄︵
巻
下
︶
で
も
紹
介
さ
れ
る
︒ 
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・ 

⼩
川
仲
造
︵
⼀
⼋
四
⼆‒

⼀
九
⼀
⼆
︶︑
⽯
⾒
国
嘉
久
志
︵
現
在
の
島
根
県
江
津
市
嘉
久
志
町
︶
に
⽣
ま
れ
る
︒ 

三
〇 

因
幡
の
源
左
︑
浅
原
才
市
︑
讃
岐
の
庄
松
︑
⾚
尾
の
道
宗
︑
物
種
吉
兵
衛
︑
⼤
和
の
清
九
郎
︑
三
河
の
お
園
︑
有
福
の

善
太
郎
︑
⻑
⾨
の
お
軽
の
九
⼈
で
あ
る
︒ 

三
⼀ 
梯
⼆
〇
〇
六
︑
五
七 

三
⼆ 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
⼀
四
七 

三
三 

直
林
⼆
〇
⼀
九
︑
⼗
⼀‒

三
⼗
九 

 

第
二
節 

鈴
木
の
妙
好
人
論
の
成
立
背
景 

 
本
節
で
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
前
提
と
な
る
宗
教
的
概
念
を
確
認
し
て
い
く
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
は
︑

換
⾔
す
れ
ば
︑
鈴
⽊
の
宗
教
理
解
に
お
け
る
具
体
的
事
例
の
表
現
と
い
ç
て
よ
い
︒
そ
の
鍵
概
念
と
な
る

﹁
霊
性
﹂
概
念
に
つ
い
て
は
︑
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
ç
て
︑
第
⼀
項

で
は
︑
感
性
的
・
知
性
的
世
界
と
霊
性
的
世
界
に
つ
い
て
︑
第
⼆
項
は
︑
霊
性
に
含
ま
れ
る
⼤
智
的
側
⾯

と
⼤
悲
的
側
⾯
を
確
認
し
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
概
念
が
妙
好
⼈
論
の
成
⽴
根
拠
と
な
ç
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る
︒ 

 

第
⼀
項
 

霊
性
概
念
の
前
提̶

̶

感
性
的
・
知
性
的
世
界
と
霊
性
的
世
界 

 
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
︵
⼀
九
四
四
年
︶
で
は
︑
霊
性
と
﹁
精
神
﹂
お
よ
び
﹁
⼼
﹂
と
が
対
⽐
的
に
扱
わ
れ

て
い
る
⼀

︒
そ
こ
に
お
い
て
﹁
精
神
﹂
と
霊
性
と
が
⽐
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
ç
て
︑
後
者
の
特
徴
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
︒ 
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つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
精
神
が
話
さ
れ
る
と
こ
ろ
︑
そ
れ
は
必
ず
物
質
と
︑
何
か
の
形
態
で
︑
対
抗
の
勢

を
⽰
す
や
う
で
あ
る
︒
即
ち
精
神
は
い
つ
も
⼆
元
的
思
想
を
そ
の
う
ち
に
包
ん
で
居
る
の
で
あ
る
︒

物
質
と
相
剋
的
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
物
質
に
対
し
て
優
位
を
占
め
る
と
か
︑
優
越
性
を
も
つ
と
か
云

ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
精
神
は
決
し
て
そ
の
中
に
物
質
を
包
む
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒

精
神
が
物
質
︑
物
質
が
精
神
だ
と
か
云
ふ
や
う
な
思
想
は
︑
精
神
の
側
か
ら
は
決
し
て
云
は
れ
ぬ
の

で
あ
る
︒
⼆ 

精
神
は
物
質
と
の
﹁
対
抗
﹂
を
⽰
し
︑
ま
た
﹁
物
質
と
相
剋
的
で
な
い
と
す
れ
ば
︑
物
質
に
対
し
て
優
位

を
占
め
る
︑
優
越
性
を
も
つ
﹂
︒
﹁
精
神
﹂
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
︑
物
質
と
の
対
⽐
と
い
ç
た
諸
々
の

対
⽴
関
係
が
⽣
じ
る
︒
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
が
﹁
分
別
﹂
に
よ
ç
て
⼀
切
を
差
別
的
に

判
断
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し
た
対
⽴
関
係
は
⽣
じ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
鈴
⽊
は
精
神
の
概
念
を

成
⽴
さ
せ
る
の
は
分
別
意
識
を
基
礎
と
す
る
﹁
⼆
元
的
思
想
﹂
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
︑

﹁
⼆
元
的
思
想
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
精
神
は
な
い
﹂
三

と
説
明
す
る
の
で
あ
る
︒ 

 
﹃
仏
教
の
⼤
意
﹄
︵
⼀
九
四
七
年
︶
に
お
い
て
︑
鈴
⽊
は
﹁
仏
教
も
⼀
つ
の
宗
教
﹂
四

で
あ
る
と
述
べ

た
上
で
︑
宗
教
を
必
要
と
し
な
い
⼈
︑
ま
た
は
宗
教
を
わ
れ
わ
れ
の
⽇
常
に
お
い
て
で
は
な
く
別
の
世
界

の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
⼈
に
対
し
て
語
ろ
う
と
す
る
︒
鈴
⽊
は
︑
宗
教
の
必
要
性
を
問
う
と
き
︑
⼈

間
は
﹁
感
性
的
・
知
性
的
﹂
に
宗
教
を
捉
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
⼈
間
が
感
性
的
・
知
性
的
に
物
事

を
捉
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
同
書
で
は
︑
そ
の
こ
と
は
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
︒

そ
こ
で
は
︑
感
性
と
情
性
は
共
に
﹁
感
性
的
﹂
な
も
の
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒ 

 
し
か
し
︑
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
︵
⼀
九
四
四
年
︶
で
は
﹁
感
覚
性
﹂
五

が
﹁
感
性
﹂
六
︑
﹁
感
情
性
﹂
七

が

﹁
情
性
﹂
⼋

と
さ
れ
て
い
る
︒
鈴
⽊
に
よ
る
と
感
性
は
﹁
花
を
紅
と
⾒
る
︑
柳
を
緑
と
⾒
る
︑
⽔
を
冷
た
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く
︑
湯
を
熱
い
と
感
ず
る
﹂
九

働
き
を
担
い
︑
お
よ
び
情
性
は
﹁
紅
い
花
は
美
し
い
﹂
﹁
冷
た
い
⽔
は

清
々
す
る
﹂
⼀
〇

と
感
じ
る
働
き
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
知
識
に
よ
ç
て
物
事
を
判
断
し
分
析
す
る
の
が

﹁
知
性
的
﹂
⼀
⼀

な
も
の
と
さ
れ
︑
感
性
的
と
知
性
的
を
ま
と
め
て
⼆
元
的
思
想
を
基
礎
と
す
る
﹁
感
性

的
・
知
性
的
世
界
﹂
⼀
⼆

と
説
明
し
て
い
る
︒ 

 
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
世
界
を
﹁
差
別
の
世
界
﹂
⼀
三
や
﹁
相
対
性
の
世
界
﹂
⼀
四

と
も
呼
び
︑
﹁
実
際
は

こ
の
や
う
に
対
象
的
な
世
界
で
あ
る
か
︑
な
い
か
は
わ
か
ら
ぬ
に
し
て
も
︑
吾
等
⼈
間
の
⽬
に
映
つ
て
︑

さ
う
し
て
⼈
間
に
よ
り
て
働
き
か
け
ら
れ
る
世
界
は
︑
差
別
性
を
持
つ
て
居
る
﹂
⼀
五

と
述
べ
て
い
る
︒

そ
う
し
た
⼆
元
的
思
想
を
基
礎
と
す
る
﹁
感
性
的
・
知
性
的
世
界
﹂
⼀
六

と
対
⽐
さ
れ
る
の
が
﹁
霊
性
的

世
界
﹂
で
あ
る
︒
次
に
霊
性
的
世
界
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒ 

 
霊
性
的
世
界
と
い
う
表
現
に
含
ま
れ
る
﹁
霊
性
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
鈴
⽊
は
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
に

お
い
て
﹁
霊
性
︵spirituality
︶
⼀
七

﹂
を
論
じ
る
際
に
﹁
精
神
と
か
︑
⼜
普
通
に
云
ふ
﹁
⼼
﹂
の
な
か
に
︑

包
み
き
れ
な
い
も
の
を
含
ま
せ
た
い
﹂
⼀
⼋

と
述
べ
て
い
る
︒ 

⼆
つ
の
世
界
の
⼀
つ
は
︑
そ
れ
で
︑
分
別
と
差
別
で
で
き
て
居
る
の
で
す
︑
こ
れ
は
合
理
性
で
⽀
配

さ
れ
ま
す
︒
今
⼀
つ
の
世
界
は
無
分
別
と
無
差
別
の
世
界
で
す
︒
前
者
を
感
性
的
︵
或
い
は
知
性
的
︶

世
界
︑
後
者
を
霊
性
的
世
界
と
申
し
ま
す
︒
吾
等
の
⽣
活
は
差
別
の
世
界
で
営
ま
れ
て
︑
吾
等
は
こ

れ
を
真
実
の
世
界
だ
と
思
ひ
こ
ん
で
居
ま
す
︒
⼀
九 

鈴
⽊
は
わ
れ
わ
れ
が
物
事
を
感
性
的
・
知
性
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
現
実
的
な
経
験
で
あ
る
が
︑
そ
う
し

た
判
断
に
よ
ç
て
﹁
真
実
の
世
界
﹂
だ
と
考
え
ら
れ
る
世
界
は
実
際
の
と
こ
ろ
﹁
真
実
の
世
界
﹂
で
は
な

い
と
論
じ
て
い
る
︒
﹁
⼈
間
は
元
来
知
性
的
に
出
来
て
居
る
の
で
︑
吾
等
は
何
か
に
つ
け
理
屈
づ
け
を
し

ま
す
︑
さ
う
し
て
こ
の
理
屈
づ
け
の
故
に
⼀
つ
が
⼆
つ
に
割
れ
る
の
で
す
﹂
と
︑
鈴
⽊
は
述
べ
る
︒
つ
ま
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り
︑
鈴
⽊
の
い
う
﹁
真
実
の
世
界
﹂
は
知
性
的
に
事
物
を
捉
え
る
仕
⽅
で
は
捉
え
ら
れ
ず
︑
知
性
的
な
判

断
を
媒
介
し
な
い
こ
と
に
よ
ç
て
捉
え
ら
れ
た
世
界
に
こ
そ
﹁
今
吾
等
が
現
に
住
ん
で
い
る
世
界
よ
り
も

真
実
性
に
富
ん
で
ゐ
て
︑
別
途
の
価
値
を
も
つ
も
の
の
や
う
﹂
⼆
〇

な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が

﹁
霊
性
的
世
界
﹂
︵
同
上
︶
で
あ
る
︒
ま
た
︑
鈴
⽊
が
﹁
精
神
的
な
ど
云
ふ
と
き
は
︑
物
質
的
な
る
も
の

と
対
蹠
的
⽴
場
に
在
る
と
の
義
に
と
ら
れ
る
︑
必
ず
し
も
宗
教
性
を
持
つ
た
も
の
と
は
限
ら
ぬ
﹂
⼆
⼀

と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
霊
性
的
世
界
は
﹁
宗
教
性
﹂
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
︒
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
は
︑
⼀
般
的
に
宗
教
が
誤
ç
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
鈴
⽊
の
主
張
で
あ
る
︒ 

⼀
般
に
解
し
て
居
る
宗
教
は
制
度
化
し
た
も
の
で
︑
個
⼈
的
宗
教
経
験
を
⼟
台
に
し
て
︑
其
上
に
集

団
意
識
的
⼯
作
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
︒
霊
性
の
問
題
は
︑
そ
こ
に
も
固
よ
り
こ
れ
あ
る
の
で
あ
る

が
︑
多
く
の
場
合
︑
単
な
る
形
式
に
堕
す
る
を
常
と
す
る
︒
宗
教
的
思
想
︑
宗
教
的
儀
礼
︑
宗
教
的

秩
序
︑
宗
教
的
情
念
の
表
象
な
ど
云
ふ
も
の
が
あ
つ
て
も
︑
そ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
宗
教
経
験
そ

れ
⾃
体
で
は
な
い
︒
霊
性
は
こ
の
⾃
体
と
連
関
し
て
居
る
︒
⼆
⼆ 

こ
こ
で
鈴
⽊
は
︑
我
々
が
関
わ
る
宗
教
が
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
で
あ
り
︑
そ
れ
を
宗
教
⾃
体
と
誤
解
し
て

い
る
と
指
摘
す
る
︒
元
来
︑
宗
教
は
︑
個
⼈
的
な
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
﹁
宗
教
的
思
想
︑
宗
教

的
儀
礼
︑
宗
教
的
秩
序
︑
宗
教
的
情
念
﹂
は
︑
我
々
の
﹁
集
団
的
・
社
会
的
⽣
活
﹂
⼆
三

に
適
応
す
る
形

で
﹁
⼯
作
﹂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
鈴
⽊
は
述
べ
て
い
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
﹃
宗
教
経
験
の
事
実
﹄
︵
⼀
九
四
三
年
︶
で
﹁
宗
教
の
⼆
義
﹂
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
︒ 

⼀
つ
は
⾚
裸
裸
の
⼈
間
性
か
ら
出
る
も
の
︑
今
⼀
つ
は
集
団
的
⽣
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
⼈
間
に

対
し
て
社
会
的
・
制
度
的
に
そ
の
⽣
活
の
上
に
加
へ
ら
れ
る
⼀
種
の
⼒
で
あ
る
⼆
四 

と
し
︑
鈴
⽊
は
こ
こ
で
⼆
種
類
の
宗
教
の
あ
り
⽅
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
︒
⼀
つ
は
︑
﹁
⾚
裸
裸
の
⼈
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間
性
か
ら
出
る
も
の
﹂
と
︑
も
う
⼀
つ
は
︑
﹁
集
団
⽣
活
﹂
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒ 

 
そ
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
注
意
を
促
し
て
い
る
︒ 

此
の
⼒
は
主
と
し
て
外
⾯
か
ら
加
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
必
ず
し
も
そ
の
⼈
の
⼈
間
性
か
ら
出

た
も
の
と
⼀
致
し
な
い
こ
と
も
あ
る
︑
唯
々
⼀
種
の
⼒
の
故
に
形
式
上
随
順
す
る
だ
け
に
⽌
ま
る
こ

と
も
あ
り
得
る
︒
⽽
し
て
当
事
者
は
此
の
随
順
を
以
て
⾃
ら
は
宗
教
的
⽣
活
を
し
て
居
る
と
考
へ
る

こ
と
も
あ
る
︒…

︵
中
略
︶…

併
し
そ
れ
は
︑
⼀
種
の
錯
覚
と
云
ふ
べ
き
も
の
︑
或
は
未
だ
深
く
⼈

間
性
の
奥
底
に
徹
し
た
経
験
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
何
れ
に
し
て
も
︑

宗
教
と
云
ふ
概
念
の
中
に
⼆
種
の
も
の
が
這
⼊
つ
て
居
る
の
で
︑
そ
の
混
淆
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

⼆
五 

鈴
⽊
は
⼈
間
へ
﹁
社
会
的
・
制
度
的
﹂
な
﹁
⼀
種
の
⼒
﹂
加
え
ら
れ
︑
そ
こ
に
形
式
的
に
随
順
す
る
こ
と

だ
け
が
宗
教
的
⽣
活
で
あ
る
と
︑
我
々
が
誤
ç
て
理
解
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
︑
そ
れ
を
﹁
⼀
種
の
錯
覚
﹂

で
あ
る
と
述
べ
る
︒ 

 
で
は
︑
鈴
⽊
は
﹁
宗
教
経
験
そ
れ
⾃
体
﹂
で
あ
る
と
す
る
﹁
霊
性
﹂
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒ 

今
ま
で
の
⼆
元
的
世
界
が
︑
相
克
し
︑
相
殺
し
な
い
で
︑
互
譲
し
︑
交
歓
し
︑
相
即
相
⼊
す
る
や
う

う
に
な
る
の
は
︑
⼈
間
霊
性
の
覚
醒
に
ま
つ
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
精
神
と
物
質
の

世
界
の
裏
に
今
⼀
つ
の
世
界
が
開
け
て
︑
前
者
と
後
者
と
が
︑
た
が
い
に
⽭
盾
し
な
が
ら
︑
し
か
も

映
発
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
霊
性
的
直
覚
ま
た
は
⾃
覚
に
よ
り
て
可
能

と
な
る
︒
⼆
六 

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
﹁
⼈
間
は
元
来
知
性
的
に
出
来
て
居
る
﹂
⼆
七

が
ゆ
え
に
︑
我
々
は
⼆
元
的
思
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想
を
基
礎
と
す
る
﹁
⼆
元
的
世
界
﹂
か
ら
差
別
的
・
分
別
的
に
物
事
を
み
る
︒
し
か
し
︑
本
来
⼈
間
に
よ

ç
て
⼆
元
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
世
界
が
霊
性
的
世
界
に
お
い
て
は
︑
﹁
相
克
し
︑
相
殺
し
な
い

で
︑
互
譲
し
︑
交
歓
し
︑
相
即
相
⼊
﹂
す
る
も
の
と
し
て
︑
こ
の
世
界
の
﹁
裏
に
今
⼀
つ
の
世
界
が
開
け
﹂

て
く
る
こ
と
で
あ
る
︒
鈴
⽊
は
そ
れ
を
﹁
⽭
盾
﹂
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⽭
盾
の

関
係
と
は
︑
﹁
即
⾮
の
論
理
﹂
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

こ
れ
か
ら
﹃
⾦
剛
経
﹄
の
中
⼼
思
想
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
お
話
す
る
︒
此
は
禅
を
思

想
⽅
⾯
か
ら
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
ま
づ
第
⼗
三
節
に
あ
る
﹁
仏
説
般
若
波
羅

蜜
︒
即
⾮
般
若
波
羅
蜜
︒
是
名
般
若
波
羅
蜜
﹂
か
ら
始
め
る
︒
こ
れ
を
延
書
き
に
す
る
と
︑
﹁
仏
の

説
き
給
ふ
般
若
波
羅
蜜
と
云
ふ
の
は
︑
即
ち
般
若
波
羅
蜜
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
般
若
波
羅
蜜
と
名
付

け
る
の
で
あ
る
﹂
︑
か
う
い
う
こ
と
に
な
る
︒…

︵
中
略
︶…

こ
れ
を
公
式
化
す
る
と
︑
Ａ
は
Ａ
だ

と
云
ふ
の
は
︑
／
 
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
︑
／
 
故
に
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
︒
⼆
⼋ 

こ
こ
で
提
⽰
さ
れ
る
の
が
︑
霊
性
の
無
分
別
・
無
差
別
的
世
界
を
⾔
語
化
し
た
﹁
般
若
即
⾮
の
論
理
﹂
で

あ
る
︒ 

我
々
の
通
常
の
認
識
か
ら
考
え
れ
ば
︑
⽩
は
⽩
で
あ
る
︑
故
に
⽩
は
⿊
で
は
な
い
と
い
ç
た
よ
う
に
物
事

は
理
解
さ
れ
る
︒
こ
の
例
を
般
若
即
⾮
の
論
理
の
公
式
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
︑
﹁
⽩
は
⽩
だ
と
い
う

の
は
︑
⽩
は
⽩
で
は
な
い
︑
故
に
⽩
は
⽩
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
﹁
⽩
が
⽩
で
あ
る
﹂

の
は
﹁
⽩
﹂
が
即
﹁
⾮
⽩
﹂
で
あ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
﹁
Ａ
は
⾮
Ａ
で
あ
る
﹂
と
い

う
⽭
盾
が
そ
の
ま
ま
﹁
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
﹂
の
根
拠
と
な
る
の
が
般
若
即
⾮
の
論
理
で
あ
る
⼆
九

︒ 

 
と
は
い
え
︑
﹁
こ
れ
は
⼀
般
の
理
論
的
思
索
で
は
体
現
不
能
の
事
実
な
の
で
す
︑
互
い
に
相
容
れ
な
い
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も
の
が
⼀
つ
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
論
理
の
上
で
は
無
稽
の
き
は
み
﹂
と
鈴
⽊
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑

そ
う
し
た
論
理
は
︑
我
々
︑
知
性
的
・
感
性
的
世
界
に
⽴
つ
者
に
と
ç
て
は
︑
そ
の
⽭
盾
故
に
理
解
し
が

た
い
の
も
事
実
で
あ
る
︒ 

 
し
か
し
︑
霊
性
は
知
性
的
・
感
性
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
う
し
た
知
性
的
・
感
性
的

に
認
識
す
る
こ
と
が
﹁
限
界
に
到
達
し
た
と
き
そ
の
境
界
線
を
思
ひ
切
つ
て
⾶
び
越
し
て
︑
始
め
て
得
ら

れ
る
経
験
事
実
﹂
三
〇

が
霊
性
的
世
界
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
此
究
境
地
に
⼀
た
び
到
達
し
て
︑
絶
対
に
相
容

れ
な
い
も
の
が
︑
そ
の
ま
ま
で
⾃
⼰
同
⼀
﹂
三
⼀

と
い
う
経
験
が
﹁
霊
性
的
直
覚
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
た
が
ç
て
﹁
仏
教
者
は
無
分
別
の
分
別
を
思
弁
の
上
で
納
得
さ
せ
よ
う
と
云
ふ
の
で
な
く
て
︑
⽇
常
経

験
の
上
で
無
分
別
が
分
別
の
中
に
滲
透
し
て
居
る
こ
と
を
会
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
﹂
三
⼆

の
で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
︑
⽭
盾
し
︑
か
つ
⾃
⼰
同
⼀
す
る
世
界
を
霊
性
的
世
界
と
呼
ぶ
︒
た
だ
し
︑
そ
の
世
界
は
こ
の

⽇
常
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
世
界
は
⽇
常
を
基
礎
と
す
る
が
故
に
経
験
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
︒
鈴
⽊
の
語
る
妙
好
⼈
も
︑
こ
う
し
た
概
念
が
前
提
と
な
ç
て
い
る
︒
ま
た
︑
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
霊

性
は
⼆
つ
の
性
格
を
も
つ
︒
⼀
つ
は
⼤
智
的
側
⾯
で
︑
も
う
⼀
つ
が
⼤
悲
的
側
⾯
で
あ
る
三
三

︒
特
に
⼆

つ
⽬
の
⼤
悲
的
側
⾯
に
つ
い
て
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
語
る
上
で
重
要
で
あ
る
︒
次
項
か
ら
は
︑
⼤
智

的
側
⾯
と
⼤
悲
的
側
⾯
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 

第
⼆
項
 

霊
性
の
⼤
智
的
側
⾯
と
⼤
悲
的
側
⾯ 

 
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑
霊
性
は
元
来
⼀
元
的
で
あ
る
が
︑
⼆
つ
の
側
⾯
を
も
ç
て
い
る
と
さ
れ
る
︒
⼆
つ
の

側
⾯
は
﹁
知
性
⽅
⾯
に
出
頭
し
た
﹂
も
の
と
﹁
情
性
⽅
⾯
に
顕
現
し
た
﹂
三
四
も
の
と
が
あ
る 

︒
前
者
は
︑

そ
の
特
徴
か
ら
﹁
⽇
本
⼈
⽣
活
の
禅
化
﹂
と
さ
れ
︑
主
に
禅
思
想
に
み
ら
れ
る
︒
⼀
⽅
で
︑
後
者
は
﹁
浄
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⼟
系
的
経
験
﹂
と
さ
れ
︑
主
と
し
て
浄
⼟
系
思
想
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
本
項
で
は
︑
こ
の
⼆
つ
の

側
⾯
を
︑
⼤
智
的
側
⾯
・
⼤
悲
的
側
⾯
と
し
て
み
て
い
く
︒ 

 
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
﹁
禅
は
⼤
智
の
⾯
﹂
三
五

を
代
表
す
る
と
さ
れ
︑
⼤
智
の
⾯
に
代
表
さ
れ
る
禅
は
﹁
否

定
の
修
業
﹂
三
六

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
︒
⼈
間
は
⽭
盾
を
⽭
盾
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
︑

そ
の
⽭
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
⼈
間
は
そ
の
⽭
盾
が
感
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
⽴
ち
⽌
ま

る
︒
鈴
⽊
は
﹁
︹
何
故
︺
と
か
︹
何
の
た
め
に
︺
と
考
え
出
せ
ば
﹂
三
七

そ
の
⽭
盾
か
ら
﹁
そ
の
ま
ま
出

て
ゆ
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
三
⼋
こ
と
を
﹁
そ
れ
が
否
定
で
あ
る
﹂
三
九

と
述
べ
︑
﹁
禅
の
修
⾏
と
い
う

も
の
は
︑
つ
ま
り
⾃
由
に
動
い
て
い
た
も
の
を
︑
ま
ず
動
け
な
く
さ
せ
る
修
⾏
だ
と
⾔
ç
て
よ
ろ
し
い
︑

即
ち
否
定
の
修
業
で
あ
る
﹂
四
〇

と
説
明
し
て
い
る
︒ 

禅
は
此
論
理
を
論
理
の
形
式
で
は
取
り
扱
は
な
い
︑
禅
の
特
殊
性
が
あ
る
︒
即
ち
⽣
死
の
問
題
な
ど

に
対
し
て
は
か
う
云
ふ
の
で
あ
る
︑
﹁
君
等
の
さ
う
逃
れ
た
い
と
い
ふ
⽣
死
な
る
も
の
は
何
処
に
あ

る
の
か
︒
離
れ
た
い
と
い
う
繋
縛
は
何
処
に
あ
る
の
か
︒
誰
か
君
等
を
縛
つ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
︒

誰
が
君
等
を
動
か
な
い
や
う
に
し
て
い
る
の
か
﹂
と
︑
か
う
い
ふ
塩
梅
に
逆
襲
し
て
来
る
の
が
禅
論

理
の
特
性
で
あ
る
︒
四
⼀ 

鈴
⽊
が
﹁
否
定
と
い
ふ
こ
と
を
感
じ
得
る
の
が
⼈
間
で
あ
る
﹂
四
⼆

と
述
べ
る
よ
う
に
︑
禅
の
修
⾏
の
狙

い
は
︑
⼈
間
が
物
事
に
対
し
て
﹁
⽭
盾
﹂
を
感
じ
た
際
に
そ
れ
を
受
容
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
︑

ま
た
そ
の
﹁
⽭
盾
﹂
か
ら
﹁
否
定
﹂
が
⽣
じ
る
こ
と
を
⼈
間
の
特
徴
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
ç
た
︒

我
々
の
知
性
は
物
事
か
ら
わ
が
⾝
を
離
し
て
客
観
的
に
み
る
性
質
を
も
つ
た
め
︑
鈴
⽊
は
霊
性
の
⼤
智
的

側
⾯
の
性
格
を
﹁
物
を
離
れ
て
⾒
る
﹂
四
三

と
説
明
す
る
︒ 

畢
竟
の
と
こ
ろ
︑
⼈
間
が
⽭
盾
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
き
に
︑
彼
は
既
に
そ
の
⽭
盾
を
解
消
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し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
併
し
そ
れ
は
解
消
で
き
て
か
ら
の
話
で
︑
⽭
盾
が
即

ち
⽭
盾
だ
と
気
の
付
く
ま
で
に
は
︑
な
か
な
か
の
廻
り
途
を
や
つ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
︒
禅
者
は
こ
の
廻
り
途
を
出
来
る
だ
け
近
道̶

̶

も
し
あ
り
と
す
れ
ば̶

̶

さ
せ
て
や
ら
う
と
云

ふ…

︵
中
略
︶…

四
四 

鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑
禅
は
⼈
間
に
⽭
盾
を
解
消
さ
せ
る
近
道
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
⽭
盾
を
感
じ
て
⼈
間

が
動
け
な
く
な
ç
て
い
る
状
態
で
は
︑
ま
だ
⽭
盾
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
こ
で
い
わ
れ

る
⽭
盾
の
解
消
と
は
︑
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
な
⼆
元
性
を
基
礎
と
す
る
知
性
的
な
分
析
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
︒ 

 
ま
た
︑
霊
性
の
⼤
智
的
側
⾯
は
⼈
間
が
﹁
⽭
盾
が
⽭
盾
だ
と
気
の
付
く
ま
で
に
は
︑
な
か
な
か
の
廻
り

途
を
や
つ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
⼈
間
が
認
識
し
え
な
い
⽭
盾
を
⽭
盾
だ
と
気

づ
か
せ
る
こ
と
だ
と
鈴
⽊
は
説
明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
宇
宙
苦
を
⾒
る
の
は
⼤
智
で
あ
る
が
︑
そ
れ
か

ら
の
離
脱
は
⼤
悲
の
能
動
で
可
能
に
な
る
﹂
四
五

と
述
べ
て
い
る
︒ 

 
で
は
次
に
︑
﹁
⼤
悲
﹂
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
︒ 

 
﹁
浄
⼟
系
は
⼤
悲
の
⾯
﹂
四
六

を
代
表
す
る
と
さ
れ
る
︒
⼤
悲
と
は
︑
無
条
件
の
利
他
性
を
表
し
て
い

る
⾔
葉
で
あ
る
が
︑
⼈
間
の
上
に
そ
の
﹁
⼤
悲
﹂
は
︑
い
か
に
し
て
は
た
ら
く
の
か
︒
鈴
⽊
の
説
明
は
︑

以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

世
間
に
は
往
往
︑
⼈
間
は
⾃
利
の
塊
だ
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
が
︑
事
実
は
⾃
利
と
同
時
に
利
他
の
念

の
あ
る
の
が
⼈
間
な
の
で
あ
る
︒
⾃
利
が
⼈
間
の
本
性
で
あ
る
と
云
ふ
な
ら
ば
︑
利
他
も
ま
た
⼈
間

の
本
性
だ
︒
⼈
間
は
決
し
て
⾃
利
の
塊
り
で
は
な
い
︒
四
七 

⼈
間
は
⾃
分
の
た
め
だ
け
に
⾏
動
を
す
る
と
い
う
利
⼰
的
な
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
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﹁
事
実
は
⾃
利
と
同
時
に
利
他
の
念
の
あ
る
の
が
⼈
間
な
の
で
あ
る
﹂
と
鈴
⽊
は
述
べ
て
い
る
︒ 

わ
れ
わ
れ
は
利
他
的
衝
動
を
も
ç
て
お
り
︑
し
ば
し
ば
そ
の
証
拠
を
⽰
し
ま
す
︒
わ
れ
わ
れ
は
我
を

忘
れ
て
他
⼈
の
た
め
に
⾃
分
の
命
を
賭
け
ま
す
︒
そ
し
て
そ
う
い
う
⾏
動
を
遂
⾏
し
て
い
る
最
中
に

は
︑
何
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
︒
わ
れ
わ
れ
は
衝
動
的
に
こ
う
い
う
⾏
動
を
と
る
の
で
あ
ç
て
︑
こ
れ

は
わ
れ
わ
れ
の
⾏
為
が
わ
れ
わ
れ
の
知
ら
な
い
本
性
か
ら
⽣
起
し
て
い
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
ま
す
︒

四
⼋ 

こ
う
し
た
︑
⼈
間
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
み
ら
れ
る
利
他
性
は
﹁
⾃
と
他
を
分
け
て
︑
⾃
分
は
こ
う
だ
︑
そ

こ
で
他
⼈
は
ど
う
だ
と
⾔
ç
て
︑
そ
れ
を
⾃
分
に
引
き
当
て
て
同
情
を
出
す
の
だ
と
い
う
よ
り
も
︑
⾃
と

他
は
初
め
か
ら
区
別
せ
ら
れ
な
い
﹂
︵
同
上
︶
と
こ
ろ
に
お
い
て
⽣
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
鈴
⽊
は
⼤
悲
的
側
⾯
を
⾃
他
と
区
別
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
捉
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
四
九

︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
霊
性
的
世
界
に
お
い
て
は
︑
物
事
を
⼆
元
的
に
区

別
せ
ず
に
捉
え
る
も
の
で
あ
ç
た
︒
そ
し
て
︑
利
他
的
衝
動
も
⾃
他
を
区
別
し
な
い
と
い
う
⼤
悲
的
側
⾯

に
⽀
え
ら
れ
て
い
る
と
鈴
⽊
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
霊
性
概
念
の
⼤
智
的
側
⾯
と
は
⽭

盾
に
気
づ
か
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
⼤
悲
的
側
⾯
と
は
そ
の
⽭
盾
に
関
わ
ç
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
の
う
ち
に
︑
特
に
霊
性
の
情
性
⽅
⾯
を
⾒
出
す
よ
う
に
な
る
︒ 

浄
⼟
系
の
も
ç
と
も
特
⾊
あ
る
も
の
⾒
る
べ
き
は
︑
阿
弥
陀
仏
を
親
様
と
⽴
て
る
こ
と
で
あ
る
︒
才

市
の
独
⽩
に
も
⾒
え
る
よ
う
に
︑
彼
は
絶
え
ず
親
⼦
の
関
係
を
も
ç
て
み
だ
に
対
す
る
の
で
あ
る
︒

浄
⼟
系
思
想
の
中
⼼
は
も
と
よ
り
霊
性
的
直
覚
の
上
に
お
か
れ
て
あ
る
が
︑
こ
の
直
覚
は
主
と
し
て

情
性
を
と
お
し
て
現
わ
れ
て
く
る
︒
こ
の
点
で
は
禅
の
知
性
的
な
る
の
と
対
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

五
〇 
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浅
原
才
市
の
⽣
涯
を
ま
た
改
め
て
少
し
く
紹
介
せ
ん
と
す
る
の
も
︑
深
意
は
こ
こ
に
あ
る
︒
才
市
の

霊
性
的
⾃
覚
の
世
界
に
這
⼊
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
︑
⽇
本
⼈
の
中
に
こ
の
や
う
な
も
の
が
あ
る

こ
と
を
吾
等
は
知
ç
て
お
い
て
よ
い
の
で
あ
る
︒
五
⼀ 

こ
の
よ
う
に
︑
才
市
の
﹁
独
⽩
﹂
に
み
え
る
﹁
阿
弥
陀
を
親
様
と
⽴
て
﹂
る
と
い
う
関
係
の
中
で
綴
ら
れ

た
彼
の
経
験
か
ら
︑
鈴
⽊
は
﹁
霊
性
的
直
覚
﹂
と
い
う
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
︒
霊
性
概
念
の
⾔
語
化

を
試
み
る
鈴
⽊
に
と
ç
て
︑
才
市
を
初
め
と
し
た
妙
好
⼈
た
ち
の
存
在
は
重
要
で
あ
ç
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 
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全
集
﹄
⼋
︑
⼀
〇
四 

⼀
〇  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼀
〇
四 

⼀
⼀  

﹃
全
集
﹄
七
︑
四
三 

⼀
⼆  

﹃
全
集
﹄
七
︑
四
三 

⼀
三  

﹃
全
集
﹄
七
︑
九 
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⼀
四  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼀
〇 

⼀
五  

﹃
全
集
﹄
九
︑
三
〇
︒
初
出
は
﹃
霊
性
的
⽇
本
の
建
設
﹄
⼤
東
出
版
社
︑
⼀
九
四
六
年 

⼀
六  
﹃
全
集
﹄
七
︑
四
三 

⼀
七 W

addell

⼀
九
七
⼆
に
よ
る
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
の
翻
訳Japanese Spirituality

に
お
い
て
︑﹁
霊
性
﹂
は" spirituality"

と

訳
出
さ
れ
て
い
る
︒﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
の
鈴
⽊
⾃
⾝
に
よ
る
英
訳
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
鈴
⽊
に
よ
r
て
﹁
霊

性
﹂
と
い
う
⽤
語
が
⽤
い
ら
れ
は
じ
め
た
き
r
か
け
と
な
r
た
の
は
主
と
し
て
ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
の
著
作
︵
原
典
は
ラ

テ
ン
語
︶
の
英
訳
語
の
翻
訳
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
︒
鈴
⽊
が
﹁
霊
性
﹂
の
訳
語
を
当
て
て
い
る
の
は
︑ "spirit "  

な
い
し 

"spiritual"  

の
⽤
語
に
対
し
て
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
⼀
九
⼀
四
年
に
は
鈴
⽊
に
よ
r
てthe D

ivine Love and W
isdom

, by 
Em

anuel Sw
edenborg,

が
﹃
神
智
と
神
愛
﹄
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︵
な
お
︑﹁
神
智
と
神
愛
﹂
は
﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
五
に

所
収
︶︒﹃
霊
性
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
は
﹁
⼈
の
霊
性
︵spiritual

︶
は
深
く
そ
の
⾃
然
性
の
中
に
埋
没
し
去
り
た
る
を

以
て
﹂︵
全
集
﹄
⼆
⼗
五
︑
五
七
︑
原
⽂
の
該
当
箇
所
はSw

edenborg

⼀
九
⼀
⼆
︑
三
五
︒
ま
た
﹁
⼈
間
の
霊
性
︵a m

an 's 
spirit

︶
に
お
け
る
も
亦
然
り
﹂﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
五
︑
七
五
︒
こ
の
原
⽂
の
該
当
箇
所
は
︑Sw

edenborg

⼀
九
⼀
⼆
︑
七
五
と

い
う
表
現
も
み
ら
れ
る
︒
佐
藤
⼀
九
⼋
三
︑
⼀
四
三
︑
桐
⽥
⼆
〇
〇
五
を
参
照
し
︑
浄
⼟
系
思
想
に
関
す
る
鈴
⽊
の
主
な
英

語
論
⽂
を
列
挙
す
れ
ば
︑ 

"Saying of a M
odern Tariki M

ystic " 1925 
"The Shin Sect of Buddhism

"  1939 
"The M

yokonin"  1949 
"Infinite Light " 1971 
"W

hat Is Shin Buddhism
"  1972 

禅
思
想
と
浄
⼟
系
思
想
に
関
す
る
鈴
⽊
の
英
語
論
⽂
は
︑ 

"The D
evelopm

ent of the Pure Land D
octrine in Buddhism

" 1926  
"Zen and Jodo, Tw

o Types of Buddhist Experience " 1927 

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
諸
論
考
に
お
い
て
﹁
霊
性
﹂
と
訳
出
さ
れ
る" spiritually"
の
使
⽤
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
た
と
こ

ろ
︑ "spirit "

︑ " spiritual"

︑" spiritually"

の
み
の
使
⽤
を
確
認
で
き
︑" spirituality"

の
使
⽤
は
確
認
で
き
な
か
r
た
︒
⾼
橋

⼆
〇
〇
⼀
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒ 

ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
の
新
旧
の
種
々
の
英
訳
書
を
⾒
て
も
︑"spirit, spiritual, the spiritual"

等
の
語
は
頻
出
す
る
も
の
の
︑
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 "spirituality "

は
ほ
と
ん
ど
出
て
来
な
い
︒
し
か
も
神
学
著
作
の
翻
訳
書
中
で
は
︑
⼤
拙
博
⼠
は
例
え
ば
︑"spirit "

に
﹁
霊
﹂

﹁
霊
性
﹂﹁
精
霊
﹂
等
の
訳
語
を
当
て
て
い
る
︒
霊
性
概
念
の
展
開
は
︑
鈴
⽊
が
ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
研
究
を
⾏
r
て
い

た
⼀
九
⼀
〇
年
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
︒ 

⼀
⼋  
﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
⼀ 

⼀
九  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼀
〇 

⼆
〇  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼋ 

⼆
⼀  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
〇 

⼆
⼆  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
四 

原
⽂
の
該
当
箇
所
は
︑Suzuki

⼀
九
七
〇
︑
⼀
七
︒ 

A
lthough spirituality can som

etim
es be found there, in m

ost cases this degenerate into m
ere form

ality. Even 
though religious thought, ritual, system

s, and sentim
ental appear, they are by no m

eans religious experience. 

⼆
三  

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
五 

⼆
四  

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
五 

⼆
五  

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
五 

⼆
六  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
⼀‒

⼆
⼆ 

⼆
七  

﹃
全
集
﹄
六
︑
⼀
〇 

⼆
⼋  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
〇‒

三
⼋
⼀ 

⼆
九  

⽴
川
⼀
九
九
四
︑
⼆
⼀‒

⼆
五
で
は
︑﹁
般
若
即
⾮
﹂
の
論
理
は
本
来
︑
論
理
的
に
⽭
盾
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒ 

三
〇  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼀
三–

⼀
四 

三
⼀  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼀
五 

三
⼆  

﹃
全
集
﹄
七
︑
⼀
四 

三
三  

﹃
全
集
﹄
七
︑
四
四 

三
四  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
⼋ 

三
五  

﹃
全
集
﹄
七
︑
七
⼆ 
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三
六  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六 

三
七  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六 

三
⼋  
﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六 

三
九  
﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六 

四
〇  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六 

四
⼀  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
⼆ 

四
⼆  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
⼆ 

四
三  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
⼆
⼆ 

四
四  

﹃
全
集
﹄
五
︑
三
⼋
六‒
三
⼋
七 

四
五  

﹃
全
集
﹄
五
︑
四
五
五 

四
六  

﹃
全
集
﹄
七
︑
七
⼆ 

四
七  

﹃
全
集
﹄
五
︑
四
五
四 

四
⼋ 

佐
藤
訳
⼀
九
⼋
三
︑
⼀
九
︑
当
該
箇
所
の
引
⽤
元
はSuzuki

⼀
九
七
〇
︑
⼆
六
で
あ
る
︒ 

四
九 

佐
藤
訳
⼀
九
⼋
三
︑
⼀
九
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
れ
ば
︑
⼈
間
の
他
者
に
対
す
る
衝
動
的
か
つ
⾮
合
理
的
な
⾏
為
を
す
る
も

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
︑
⾮
合
理
的
な
⾏
為
が
他
者
へ
向
か
う
こ
と
を
鈴
⽊
は
﹁
利
他
的
衝
動
﹂
四
九
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
︑

﹁
広
く
⾒
れ
ば
︑
ア
ミ
ダ
仏
は
こ
の
利
他
的
衝
動
を
象
徴
す
る
﹂
と
も
鈴
⽊
は
述
べ
て
い
る
︒ 

五
〇  

﹃
全
集
﹄
⼋
︑
⼆
⼆
⼀ 

五
⼀  

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
六
⼆ 

 

第
三
節 

鈴
木
の
妙
好
人
論 

 
本
節
で
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
論
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
︑
第
⼀
項
で
は
︑
鈴
⽊
が
妙
好
⼈
を
取
り
上
げ
て
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い
ç
た
経
緯
を
⼀
九
三
〇
年
代
か
ら
み
て
い
き
︑
第
⼆
項
で
は
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
成
⽴
さ
せ
る
諸
要

素
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
︒
第
三
項
で
は
妙
好
⼈
論
の
な
か
で
も
重
点
的
に
扱
わ
れ

て
き
た
浅
原
才
市
の
来
歴
を
み
て
い
く
︒
第
四
項
で
は
︑
鈴
⽊
の
⾔
葉
を
通
し
て
︑
才
市
の
労
働
観
を
論

ず
る
︒ 

 
第
⼀
項
 

鈴
⽊
が
妙
好
⼈
を
取
り
上
げ
た
経
緯 

 
鈴
⽊
に
よ
る
︑
妙
好
⼈
⾃
体
へ
の
最
初
期
の
⾔
及
と
し
て
︑
⼀
九
三
⼀
年
六
⽉
︑
名
古
屋
市
信
道
会
館

で
の
﹁
予
の
真
宗
観
﹂
と
題
し
た
講
演
録
に
お
け
る
讃
岐
の
庄
松
に
関
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
鈴

⽊
は
庄
松
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
︒  

こ
の
⼈
の
事
を
書
く
と
︑
も
つ
と
⾊
々
な
事
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
︑
こ
れ
だ
け
で
も
沢
⼭

だ
と
思
は
れ
る
︒
箇
条
書
に
し
て
︑
こ
の
⼈
の
時
時
の
⾔
⾏
を
書
き
取
つ
て
あ
る
の
で
︑
丁
度
孔
⼦

の
弟
⼦
が
﹃
論
語
﹄
を
書
い
た
や
う
に̶

̶

あ
れ
は
孔
⼦
の
云
は
れ
た
事
を
書
き
取
つ
た
わ
け
で
す

が̶
̶

︑
こ
の
本
も
さ
う
云
ふ
や
う
に
庄
松
の
⾔
⾏
を
書
き
取
つ
た
の
で
︑
中
に
中
々
徹
底
し
た
⾯

⽩
い
こ
と
が
あ
る
︒
⼀ 

⼀
九
四
⼆
年
﹁
宗
教
⼈
と
犠
牲
の
⼼
﹂
で
は
﹁
妙
好
⼈
と
し
て
︑
真
宗
信
者
の
間
に
は
能
く
知
ら
れ
て
居

る
﹂
と
し
て
︑
⼤
和
の
清
九
郎
⼆

を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
同
年
﹃
宗
教
経
験
の
事
実
︵
庄
松
底
を
題
材
と

し
て
︶
﹄
に
お
い
て
本
格
的
に
庄
松
を
扱
い
︑
ま
た
物
種
吉
兵
衛
︑
三
⽥
⽼
⼈
︑
三
河
の
お
そ
の
な
ど
に

つ
い
て
も
⾔
及
し
て
い
る
︒ 

 
⼀
九
四
三
年
︑
楠
恭
宛
の
書
簡
に
お
い
て
﹁
井
波
付
近
の
⾚
尾
の
道
し
I
う
と
云
ふ
妙
好
⼈
が
あ
つ
た

と
岩
倉
君
よ
り
き
く
︑
ご
存
知
か
︑
調
べ
ら
れ
た
ら
御
通
報
希
ふ
﹂
三

と
し
て
︑
岩
倉
か
ら
聞
い
た
越
中
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五
箇
⼭
⾚
尾
⾕
出
⾝
の
道
宗
︵
⽣
年
不
詳–

⼀
五
⼀
六
︶
の
詳
細
を
楠
に
尋
ね
て
い
る
︒
四
四
年
刊
⾏
の

﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
で
は
︑
﹁
⻄
⾕
啓
治
君
か
ら
聞
い
て
︑
そ
の
歌
を
⾒
た
い
と
思
つ
た
の
は
︑
も
う
⼀
昨

年
に
も
な
る
か
知
ら
ん
﹂
と
し
て
﹁
⽯
⾒
の
国
邇
摩
郡
⼤
浜
村
字
⼩
浜
の
⼈
﹂
で
あ
ç
た
才
市
を
知
ç
た

こ
と
を
述
べ
︑
四
⼋
年
︑
⼤
⾕
出
版
社
か
ら
刊
⾏
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
﹄
で
︑
鈴
⽊
は
主
に
才
市
の
詩
を
取

り
上
げ
て
い
る
︒ 

 
こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
が
妙
好
⼈
を
主
た
る
考
察
対
象
と
し
て
論
じ
た
書
籍
の
刊
⾏
は
︑
⼀
九
四
〇
年
代

に
集
中
し
て
い
る
︒
ち
M
う
ど
そ
の
前
後
に
︑
鈴
⽊
は
才
市
の
詩
と
出
会
ç
た
こ
と
で
︑
妙
好
⼈
と
い
う

存
在
を
研
究
対
象
と
し
て
注
⽬
す
る
よ
う
に
な
ç
た
と
い
わ
れ
て
い
る
四

︒
た
だ
し
︑
⼀
九
三
⼀
年
に
庄

松
を
取
り
上
げ
て
い
た
こ
と
は
︑
す
な
わ
ち
︑
鈴
⽊
が
⼀
九
四
〇
年
代
以
前
に
は
す
で
に
妙
好
⼈
へ
の
関

⼼
を
⽰
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
五

︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
︒ 

 
鈴
⽊
は
こ
れ
以
降
︑
⾃
⾝
の
書
籍
・
論
考
・
講
演
な
ど
多
く
の
と
こ
ろ
で
才
市
の
詩
を
取
り
上
げ
て
い

る
︒
こ
う
し
た
鈴
⽊
の
関
⼼
・
研
究
は
︑
晩
年
に
⾄
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
六

︒
こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
の
思

想
史
に
お
い
て
み
ら
れ
る
妙
好
⼈
を
扱
ç
た
核
と
な
る
議
論
は
︑
⼀
九
四
〇
年
代
以
降
に
集
中
し
︑
そ
れ

は
︑
九
⼗
六
年
間
の
鈴
⽊
の
⽣
涯
に
お
い
て
齢
七
⼗
を
超
え
た
後
半
⽣
に
位
置
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒ 

 

第
⼆
項
 

鈴
⽊
に
お
け
る
妙
好
⼈
論
の
特
徴 

 
鈴
⽊
は
霊
性
概
念
の
⼀
側
⾯
で
あ
る
﹁
浄
⼟
系
的
経
験
﹂
の
現
れ
と
し
て
妙
好
⼈
を
捉
え
て
い
る
︒
鈴

⽊
に
と
ç
て
妙
好
⼈
と
は
﹁
⽇
本
的
霊
性
的
直
覚
が
純
粋
の
形
で
顕
は
れ
て
居
る
﹂
七
も
の
で
あ
ç
た
︒

ま
た
︑
鈴
⽊
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒ 
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浄
⼟
宗
信
者
の
中
に
﹁
妙
好
⼈
﹂
の
名
で
知
ら
れ
て
居
る
⼀
類
の
⼈
達
が
あ
る
︒
殊
に
真
宗
信
者
の

中
に
そ
れ
が
あ
る
︒
妙
好
と
は
︑
も
と
蓮
華
の
美
は
し
さ
を
歎
称
し
て
の
⾔
葉
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を

⼈
間
に
移
し
て
︑
そ
の
信
仰
の
美
は
し
さ
に
喩
へ
た
の
で
あ
る
︒
仏
教
で
は
︑
印
度
伝
来
の
故
に
分

陀
利
華
が
そ
の
⽂
学
に
能
く
引
⽤
せ
ら
れ
︑
⾊
々
の
意
味
に
使
わ
れ
る
︒ 

妙
好
⼈
と
は
﹁
も
と
蓮
華
の
美
は
し
さ
を
歎
称
し
て
の
⾔
葉
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
⼈
間
に
移
し
て
︑
そ
の

信
仰
の
美
は
し
さ
に
喩
へ
た
﹂
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
鈴
⽊
は
﹁
妙
﹂
は
﹁
す
ば
ら
し
い
﹂

こ
と
で
あ
り
︑
﹁
妙
好
⼈
﹂
は
﹁
す
ば
ら
し
く
好
い
⼈
﹂
を
意
味
す
る
と
述
べ
て
い
る
⼋

︒
鈴
⽊
は
そ
の

妙
好
⼈
を
︑
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
具
え
た
⼈
た
ち
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

…

︵
中
略
︶…
妙
好
⼈
と
云
は
れ
る
⼈
た
ち
の
最
も
⼤
な
る
特
徴
の
⼀
は
︑
彼
等
の
⽐
較
的
⽂
字
に

乏
し
い
こ
と
で
あ
る
︒…
︵
中
略
︶…

何
で
も
⼼
に
蟠
り
が
あ
る
と
︑
信
仰
の
這
⼊
る
余
地
が
な
い

の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ど
の
宗
教
で
も
同
じ
こ
と
で
︑
⼼
に
私
念
が
あ
つ
た
り
︑
抽
象
的
概
念
で
充
た

さ
れ
て
居
た
り
す
る
と
︑
﹁
他
⼒
﹂
は
素
通
り
を
す
る
︒
受
⼊
れ
体
系
が
⼗
分
に
整
う
て
居
な
い
か

ら
だ
と
云
は
れ
る
︒…

︵
中
略
︶…
兎
に
⾓
︑
学
問
と
か
智
慧
才
覚
な
ど
云
ふ
が
ら
く
た
が
あ
る
と
︑

そ
れ
は
信
仰
に
進
む
も
の
の
障
礙
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
妙
好
⼈
に
は
そ
れ
が
な
い
と
云
ふ

の
で
︑
⼊
信
の
好
条
件
を
具
え
て
居
る
わ
け
で
あ
る
︒ 

他
に
は
︑ 

他
⼒
宗
の
⽣
命
は
実
に
い
か
め
し
い
学
匠
達
や
堂
堂
た
る
建
築
の
中
に
在
る
の
で
は
な
く
し
て
︑
実

は
市
井
の
⼈
︑
無
学
⽂
盲
と
云
わ
れ
得
る
︑
賎
が
伏
屋
に
起
臥
す
る
⼈
達
の
中
に
在
る
こ
と
を
知
つ

た
九 

ふ
つ
う
こ
の
種
の
信
者
は
︑
善
良
で
あ
る
こ
と
︑
親
切
で
あ
る
こ
と
︑
脱
世
俗
的
で
あ
る
こ
と
︑
信
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⼼
深
い
こ
と
︑
そ
し
て
最
後
に
⽂
盲
で
あ
る
こ
と
一
〇 

な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
︑
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
に
抽
象
的
概
念
を
扱
う
能
⼒
が
な
く
︑
⽂

字
も
知
ら
な
い
こ
と
が
却
ç
て
信
仰
を
受
け
⼊
れ
る
素
地
に
な
る
と
し
て
い
る
︒
ま
た
そ
れ
を
﹁
⼊
信
の

好
条
件
﹂
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
楠
も
﹁
妙
好
⼈
の
特
徴
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
挙
げ
れ
ば
︑
彼

等
は
社
会
の
下
層
階
級
に
属
し
て
い
る
⼈
だ
と
い
う
こ
と
﹂
﹁
⼀
般
庶
⺠
の
中
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ

と
﹂
﹁
教
育
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
ç
た
こ
と
﹂
さ
ら
に
﹁
⽂
字
に
暗
く
︑
ほ
と
ん
ど
が
︑
⽂
字

を
⼗
分
に
読
み
書
き
も
し
な
か
ç
た
﹂
⼀
⼀

と
説
明
す
る
︒ 

 
さ
ら
に
︑
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
の
労
働
を
重
ん
じ
る
態
度
に
対
し
て
も
︑
次
の
よ
う
に
評
価
を
下
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒ 

妙
好
⼈
は
ま
た
⽐
較
的
に
社
会
的
地
位
を
も
つ
て
い
な
い
の
が
︑
そ
の
特
⾊
と
な
つ
て
い
る
︒
そ
れ

故
︑
婦
⼈
及
び
市
井
寒
村
の
⼈
々
の
中
に
最
⾼
級
の
妙
好
⼈
を
⾒
い
だ
し
得
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で

彼
ら
の
信
仰
は
⾃
分
の
お
か
れ
て
あ
る
地
位
に
安
ん
じ
て
︑
そ
の
職
業
に
は
げ
む
と
い
う
⽅
向
に
著

し
く
傾
い
て
い
る
︒
社
会
的
に
進
出
し
て
︑
能
動
的
⾏
為
に
出
づ
る
こ
と
は
︑
⼤
抵
の
場
合
少
な
い

と
い
つ
て
よ
い
︒
⼀
⼆ 

こ
こ
で
は
﹁
最
⾼
級
の
妙
好
⼈
﹂
の
出
現
は
﹁
婦
⼈
及
び
市
井
寒
村
の
⼈
﹂
に
み
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

ま
た
︑
鈴
⽊
は
奥
能
登
の
﹁
⼀
婦
⼈
﹂
に
⾔
及
す
る
際
に
も
﹁
⽇
本
で
も
ま
づ
余
り
⽂
化
度
の
⾼
か
ら
ぬ
︑

所
謂
る
辺
鄙
な
⽥
舎
﹂
⼀
三
か
ら
出
現
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
妙
好
⼈
の
特
⾊
に
は
﹁
職

業
に
は
げ
む
と
い
う
⽅
向
に
著
し
く
傾
い
て
い
る
﹂
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
確
か
に
︑
近
世
妙
好
⼈
伝
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
⼈
物
の
多
く
は
農
⺠
で
あ
ç
た
⼀
四

︒
た
と
え
ば
︑
妙

好
⼈
伝
を
最
初
に
編
纂
し
た
仰
誓
が
紹
介
す
る
清
九
郎
は
︑
呉
服
屋
の
奉
公
⼈
と
し
て
⻘
年
期
を
過
ご
し
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て
お
り
︑
後
に
薪
売
り
を
し
て
い
た
︒
才
市
も
船
⼤
⼯
の
奉
公
に
出
て
か
ら
下
駄
職
⼈
へ
転
職
し
て
い
る
︒

清
九
郎
や
才
市
は
い
ず
れ
も
︑
社
会
を
⼤
き
く
改
⾰
す
る
と
い
う
意
味
で
社
会
的
に
主
要
な
⼈
物
で
あ
ç

た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
は
妙
好
⼈
を
外
的
条
件
に
よ
ç
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
⾔
説

を
な
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⾔
説
は
︑
第
⼀
節
四
項
で
検
討
し
た
近
世
妙
好
⼈
伝
の
妙
好
⼈
像
と
部
分
的

に
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 
し
か
し
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
に
は
︑
外
的
条
件
で
な
く
︑
信
仰
の
側
⾯
か
ら
妙
好
⼈
を
評
価
す
る
点
が

あ
る
︒ 霊

性
的
⾃
覚
の
世
界
は
誰
も
か
も
の
棲
ん
で
居
る
世
界
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
が
実
際
⽣
活
の
上
で
⾃

覚
せ
ら
れ
る
に
は
︑
深
く
内
⾯
に
浸
沈
し
て
⾏
つ
た
経
験
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
単
な
る
学
問

で
も
得
ら
れ
ぬ
︒
普
通
の
世
渡
り
を
し
て
居
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
︒
お
寺
詣
り
と
か
教
会
⾏
き
だ

け
を
⾏
つ
て
居
て
も
駄
⽬
だ
︒
学
問
が
な
く
て
も
︑
思
索
が
な
く
て
も
よ
い
︒
⼈
⽣
そ
の
も
の
に
つ

い
て
真
剣
な
反
省
を
や
つ
た
⼈
々
に
の
み
開
け
る
の
が
霊
性
的
⾃
覚
の
世
界
で
あ
る
︒
⼀
五 

こ
こ
に
鈴
⽊
は
︑
霊
性
的
⾃
覚
の
⽣
じ
る
条
件
に
︑
﹁
⼈
⽣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
真
剣
な
反
省
﹂
を
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
﹁
深
く
内
⾯
に
浸
沈
し
て
⾏
﹂
く
こ
と
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
︒ 

 
鈴
⽊
は
親
鸞
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

︵
⼀
九
四
⼋
年
⼆
⽉
⼆
⼗
三
⽇
︑
橘
隆
宛
︶
親
ら
ん
聖
⼈
に
は
妙
好
⼈
の
⾯
と
学
匠
⾵
の
⾯
と
が
あ
ç

た
︑
今
⽇
ま
で
の
真
宗
の
学
者
達
は
何
れ
も
聖
⼈
の
学
匠
気
質
だ
け
を
︑
そ
の
全
体
だ
と
⾒
て
居
る
が
︑

さ
う
で
は
あ
る
ま
い
︑
妙
好
⼈
の
⾯
は
秘
事
法
⾨
の
中
に
流
れ
込
ん
だ
︑
ま
た
異
安
⼼
者
の
間
に
も
浸

み
こ
ん
で
居
る
⼀
六 
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︵
⼀
九
四
⼋
年
⼆
⽉
⼗
⽇
︑
橘
隆
宛
︶
近
頃
妙
好
⼈
の
こ
と
を
考
へ
て
⾒
る
が
︑
真
宗
の
学
者
は
学
問

や
ら
法
理
に
囚
わ
れ
て
す
ぎ
て
居
る
や
う
で
あ
る
︑
真
宗
の
本
当
の
命
脈
は
妙
好
⼈
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
知
ら
ん
︑
兎
に
⾓
︑
此
種
の
⼈
は
存
外
市
井
の
間
に
多
く
⽣
存
し
て
居
る
ら
し
く
思
は
れ
る
︑
原

始
真
宗
に
も
妙
好
⼈
へ
通
ず
る
⼀
脈
絡
が
あ
つ
た
と
信
ず
る
︑
親
ら
ん
聖
⼈
に
も
此
辺
の
消
息
が
⾒
ら

れ
る
で
は
な
か
ら
う
か
⼀
七 

こ
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
は
親
鸞
も
妙
好
⼈
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
妙
好
⼈
の
外
的
条
件
に

は
︑
親
鸞
は
当
て
は
ま
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
親
鸞
は
⽐
叡
⼭
で
の
学
び
に
⾃
⾝
の
苦
悩
を
超
え
ら
れ
な
い

こ
と
に
絶
望
し
︑
源
空
︵
⼀
⼀
三
三‒

⼀
⼆
⼀
⼆
︶
の
も
と
に
赴
い
た
︒
そ
こ
に
は
︑
⼈
⽣
そ
の
も
の
へ

の
反
省
が
あ
ç
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
鈴
⽊
は
親
鸞
に
妙
好
⼈
の
⾯
を
み
る
の
は
︑
そ
の
よ
う
な
内
⾯
性
を

認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
⼀
⼋

︒ 

 
以
上
の
よ
う
に
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
に
は
︑
外
⾯
性
と
内
⾯
的
を
特
徴
と
し
て
認
め
て
い
く
⾔
説
が
み

ら
れ
る
︒
外
⾯
性
に
お
い
て
は
︑
近
世
妙
好
⼈
伝
の
妙
好
⼈
像
と
の
共
通
性
が
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
内

⾯
性
に
お
い
て
は
︑
む
し
ろ
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
⽅
向
を
持
つ
︒
本
論
稿
で
は
結
章
に
お
い
て
︑
鈴

⽊
の
妙
好
⼈
論
の
外
的
条
件
に
含
ま
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し
︑
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒ 

 

第
三
項
 

浅
原
才
市
に
つ
い
て̶

̶

七
⾥
と
の
関
係
に
⾔
及
し
て̶

̶
 

 
浅
原
才
市
は
⽯
⾒
国
温
泉
津
︵
現
在
の
島
根
県
︶
で
⼀
⼋
五
〇
年
に
⽣
ま
れ
⼀
九
三
⼆
年
に
逝
去
し
て

い
る
︒
才
市
は
幼
少
の
頃
か
ら
丁
稚
奉
公
に
出
さ
れ
︑
⼀
⼋
七
九
年
三
⼗
歳
の
と
き
に
博
多
で
船
⼤
⼯
屋

に
就
職
︑
そ
の
後
︑
⼀
九
〇
七
年
に
九
州
か
ら
引
き
揚
げ
て
︑
郷
⾥
の
⽯
⾒
で
履
物
屋
を
営
ん
で
い
る
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⼀
九

︒ 

⼆
⼗
五
歳
︵
⼀
⼋
七
四
年
︶
の
と
き
に
同
村
の
セ
ツ
と
結
婚
︒
⼆
⼗
九
歳
︵
⼀
⼋
七
⼋
年
︶
の
と
き
に
娘

の
サ
キ
が
誕
⽣
し
︑
こ
の
時
期
の
前
後
で
︑
遠
く
は
九
州
ま
で
出
稼
ぎ
に
赴
く
︒
三
⼗
三
歳
︵
⼀
⼋
⼋
⼆

年
︶
の
と
き
に
帰
敬
式
を
受
け
︑
法
名
釈
秀
素
を
授
か
り
︑
ま
た
妻
セ
ツ
も
⼀
⼋
九
五
年
に
帰
敬
式
を
受

け
て
い
る
︒
五
⼗
九
歳
︵
⼀
九
〇
⼋
年
︶
頃
か
ら
履
物
屋
に
転
職
し
︑
下
駄
を
作
り
な
が
ら
︑
い
わ
ゆ
る

念
仏
詩
︵
﹁
⼝
あ
い
﹂
︶
と
い
う
湧
き
出
る
⾃
⾝
の
信
仰
経
験
が
表
現
さ
れ
た
も
の
を
書
き
残
し
て
い
た
︒ 

 
妙
好
⼈
と
し
て
の
浅
原
才
市
が
誕
⽣
し
た
経
緯
を
み
て
い
こ
う
︒
才
市
は
六
⼗
四
歳
の
九
⽉
頃
よ
り
︑

下
駄
作
り
の
合
間
に
出
た
詩
を
カ
ン
ナ
屑
に
書
き
と
め
︑
そ
れ
ら
を
ノ
5
ト
に
清
書
し
て
い
た
︒ 

 
才
市
は
⾃
⾝
の
詩
を
清
書
し
た
ノ
5
ト
を
⾃
宅
近
く
に
あ
る
安
楽
寺
の
住
職
・
梅
⽥
謙
敬
︵
⼀
⼋
六
⼋

—

⼀
九
三
⼋
︶
に
⾒
せ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
⼆
〇

︒
才
市
が
詩
を
綴
る
よ
う
に
な
ç
た
背
景
に
は

梅
⽥
か
ら
の
影
響
が
あ
ç
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
才
市
の
詩
に
は
︑ 

﹁
才
市
よ
い
か
︑
今
説
教
を
し
た
の
は
誰
か
﹂
﹁
安
楽
寺
の
和
尚
さ
ん
で
あ
り
ま
す
﹂
﹁
そ
う
で
は

あ
る
ま
い
﹂
﹁
蓮
如
さ
ま
で
あ
り
ま
す
﹂
﹁
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
﹂
﹁
弥
陀
の
直
説
︑
南
無
阿
弥
陀

仏
で
あ
り
ま
す
﹂
⼆
⼀ 

と
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
才
市
は
梅
⽥
の
こ
と
を
敬
慕
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
⼆
⼆

︒
ま
た
︑
こ

の
詩
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
才
市
は
蓮
如
に
つ
い
て
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
蓮
如

が
真
宗
⾨
徒
に
宛
て
た
⼿
紙
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
御
⽂
章
﹄
を
﹁
ご
ぶ
ん
正
さ
ま
﹂
︑
蓮
如
の
こ
と
を

﹁
れ
ん
仁
よ
さ
ま
﹂
と
表
現
す
る
な
ど
で
あ
る
︒
才
市
が
蓮
如
を
善
知
識
と
し
て
敬
慕
し
て
い
た
こ
と
は
︑

浅
原
家
の
所
属
寺
で
あ
る
涅
槃
寺
に
才
市
の
遺
品
と
し
て
読
み
込
ま
れ
た
﹃
御
⽂
章
﹄
が
保
管
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
⼆
三

︒ 
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さ
て
︑
才
市
の
詩
を
世
に
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
寺
本
慧
達
︵
⼀
⼋
九
六–

⼀
九
五
五
︶
で
あ
り
︑
梅

⽥
謙
敬
の
甥
に
あ
た
る
⼈
物
で
あ
る
︒
寺
本
は
才
市
か
ら
貰
ç
た
ノ
5
ト
数
冊
を
も
と
に
し
た
﹁
⽣
け
る

妙
好
⼈
・
浅
原
才
市
﹂
を
富
⼠
川
游
︵
⼀
⼋
六
五–

⼀
九
四
〇
︶
主
宰
の
雑
誌
﹃
法
爾
﹄
第
⼆
⼗
⼆
号
︑

⼆
⼗
三
号
︵
⼀
九
⼀
九
年
⼗
⼀
⽉
と
⼗
⼆
⽉
に
刊
⾏
︶
に
掲
載
し
た
⼆
四

︒
こ
れ
が
︑
才
市
の
詩
を
世
間

へ
最
初
に
紹
介
し
た
論
考
で
あ
る
︒
寺
本
の
論
考
を
読
ん
だ
藤
秀
璻
︵
⼀
⼋
⼋
五‒

⼀
九
⼋
三
︶
も
ま
た
︑

才
市
を
含
め
た
妙
好
⼈
に
関
⼼
を
寄
せ
た
⼈
物
で
あ
る
︒
藤
は
︑
才
市
の
ノ
5
ト
⼆
冊
分
の
評
論
を
個
⼈

雑
誌
﹃
荘
厳
﹄
に
掲
載
し
︑
そ
の
後
︑
⼀
九
三
三
年
六
⽉
に
刊
⾏
さ
れ
た
﹃
⼤
乗
相
応
の
地
﹄
に
そ
の
論

考
を
﹁
妙
好
⼈
才
市
の
詩
﹂
と
し
て
収
録
し
た
︒
四
⼆
年
に
こ
の
論
稿
を
鈴
⽊
に
紹
介
し
た
の
が
︑
当
時
︑

京
都
⼤
学
の
教
授
で
あ
ç
た
⻄
⾕
啓
治
で
あ
る
⼆
五

︒ 

 
次
に
︑
七
⾥
と
才
市
の
関
係
に
つ
い
て
︑
筆
者
な
り
の
⾒
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒ 

 
郷
⾥
で
あ
る
⽯
⾒
か
ら
離
れ
て
博
多
へ
移
り
︑
才
市
が
船
⼤
⼯
と
し
て
⽣
活
す
る
の
は
⼀
⼋
七
九
︵
明

治
⼗
⼆
︶
年
の
三
⼗
歳
の
と
き
で
あ
る
︒
⽯
⾒
地
⽅
は
⼭
が
多
く
︑
農
耕
地
の
あ
る
平
野
が
少
な
い
︒
そ

の
た
め
︑
当
時
は
職
を
求
め
て
⼤
阪
や
北
九
州
⽅
⾯
に
出
る
若
い
⼈
々
が
多
く
︑
才
市
も
そ
の
出
稼
ぎ
に

⾏
ç
た
⼈
々
の
⼀
⼈
で
あ
る
︒
博
多
の
衹
園
町
に
は
萬
⾏
寺
が
あ
ç
た
︒
当
時
︑
す
で
に
七
⾥
は
学
徳
の

⾼
い
僧
侶
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
才
市
の
⽗
・
⻄
教
は
︑
七
⾥
の
下
で
教
化
を
受
け
る
よ
う
に
と
才
市

に
勧
め
た
よ
う
で
あ
る
⼆
六

︒ 

 
才
市
と
七
⾥
の
出
会
い
は
︑
才
市
が
三
⼗
歳
︑
七
⾥
が
四
⼗
五
歳
の
と
き
で
あ
ç
た
と
い
う
指
摘
が
あ

る
⼆
七

︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
才
市
は
七
⾥
が
主
催
す
る
要
藉
会
へ
参
加
し
︑
七
⾥
か
ら
﹁
三
⼗
⼀
ま
で
⽣

き
て
何
が
え
ら
く
な
ç
た
︑
⼦
猿
の
よ
う
な
知
恵
ば
か
り
が
つ
い
た
だ
け
だ
︑
そ
の
よ
う
な
知
恵
か
ら
起

こ
る
浅
は
か
な
考
え
は
や
め
て
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
を
い
う
だ
け
だ
﹂
⼆
⼋

と
い
う
詩
を
貰
ç
た
と
い
う
⼆
九

︒
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そ
し
て
︑
才
市
は
妻
セ
ツ
に
﹁
こ
れ
は
七
⾥
和
上
と
い
う
え
ら
い
お
坊
さ
ん
に
書
い
て
も
ら
ç
た
も
の
﹂

だ
と
説
明
し
た
と
い
わ
て
い
れ
る
︒
才
市
が
三
⼗
五
歳
の
と
き
︑
妻
セ
ツ
を
伴
ç
て
浄
⼟
真
宗
に
ゆ
か
り

の
あ
る
旧
跡
を
巡
ç
た
三
〇

︒
こ
の
時
期
の
才
市
に
お
い
て
︑
真
宗
信
仰
に
対
す
る
態
度
の
深
ま
り
が
み

ら
れ
る
︒
朝
枝
は
︑ 

…
︵
中
略
︶…

明
治
の
真
宗
の
歴
史
に
恒
順
師
の
存
在
は
⼤
き
い
も
の
が
あ
る
︒
村
⽥
静
照
師
の
上

⾜
で
あ
る
が
⽯
⾒
の
地
に
は
︑
現
在
も
村
⽥
和
上
の
指
導
の
跡
が
⾒
ら
れ
る
︒
村
⽥
師
の
⾔
⾏
録
を

参
照
す
る
と
︵
⾼
下
恵
著
﹃
村
⽥
静
照
⾔
⾏
録
﹄
︶
才
市
同
⾏
の
詩
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
﹁
な
む

あ
み
だ
ぶ
つ
﹂
が
⾒
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
⽯
⾒
の
地
に
恒
順
・
静
照
両

師
に
帰
依
し
た
多
く
の
道
俗
が
あ
ç
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
三
⼀ 

 
才
市
が
六
⼗
四
歳
の
頃
か
ら
綴
ç
た
詩
の
ほ
と
ん
ど
は
﹁
な
み
あ
む
だ
ぶ
つ
﹂
で
終
わ
る
も
の
が
多
く
︑

い
わ
ゆ
る
﹁
念
仏
詩
﹂
と
表
現
さ
れ
る
︒
念
仏
に
関
し
て
︑
七
⾥
語
録
に
は
︑ 

⼝
称
を
し
て
居
れ
ば
︑
そ
の
中
だ
け
は
妄
語
の
罪
は
造
ら
れ
ぬ
三
⼆ 

⼝
を
念
佛
に
寄
附
し
な
さ
い
三
三 

と
あ
る
︒
こ
れ
は
七
⾥
が
念
仏
を
⽇
々
⼝
に
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
た
⾔
葉
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
は
︑

七
⾥
と
才
市
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
⽰
し
て
い
る
も
の
で
な
い
︒
し
か
し
︑
帰
敬
式
を
受
け
る
︑
旧
跡

を
巡
る
な
ど
が
み
ら
れ
る
時
期
に
︑
才
市
に
お
い
て
真
宗
信
仰
の
深
ま
り
が
あ
ç
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

そ
し
て
︑
同
時
期
に
七
⾥
の
よ
う
に
影
響
⼒
の
あ
る
⼈
物
が
い
た
こ
と
は
︑
少
な
か
ら
ず
才
市
に
影
響
し

て
い
た
と
考
え
る
の
は
ご
く
⾃
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒ 
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第
四
項
 

才
市
の
労
働
観 

 
近
世
の
妙
好
⼈
観
に
は
︑
﹁
勤
勉
﹂
が
⼀
つ
の
特
徴
で
あ
ç
た
︒
こ
こ
で
︑
才
市
の
労
働
観
と
そ
れ
に

対
す
る
鈴
⽊
の
⾒
解
を
み
て
い
こ
う
︒ 

 
﹃
妙
好
⼈
才
市
の
歌
⼀
﹄
に
は
才
市
が
六
⼗
五
歳
︵
⼀
九
⼀
四
年
︶
の
と
き
か
ら
書
か
れ
た
念
仏
詩
が
︑

六
冊
の
ノ
5
ト
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
労
働
観
を
語
る
上
で
︑
才
市
の
﹁
び
ん
ぼ
﹂
に
対
す
る
考

え
⽅
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒ 

び
ん
ぼ
︵
貧
乏
︶
す
り
や
︑
ま
た
︑
び
ん
ぼ
が
た
か
ら
︑
わ
し
が
た
か
ら
わ
︑
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

三
四 

 
才
市
は
﹁
び
ん
ぼ
﹂
が
宝
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
う
し
た
表
現
は
︑
⼀
⾒
す
る
と
近
世
妙
好
⼈
伝
の
妙
好

⼈
像
の
⼀
つ
で
あ
ç
た
﹁
勤
勉
﹂
に
該
当
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
﹁
び
ん
ぼ
︵
貧
乏
︶
﹂

で
あ
る
﹁
わ
し
﹂
は
﹁
た
か
ら
﹂
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
︑
才
市
が
貧
し
い
状
況
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の

状
況
に
あ
る
﹁
わ
し
﹂
を
肯
定
的
に
⾔
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
鈴
⽊

が
︑ 

普
通
に
忍
苦
の
⽣
活
と
認
め
ら
れ
る
⽣
活
状
態
で
も
︑
彼
等
は
何
等
の
不
平
を
も
訴
へ
な
い
で
居
る
︑

或
は
却
つ
て
こ
れ
を
感
謝
す
る
と
云
ふ
気
分
さ
へ
⾒
え
る…

︵
中
略
︶…

ど
れ
ほ
ど
に
歓
迎
す
べ
き

で
あ
ら
う
か
三
五 

と
批
判
し
て
い
た
よ
う
な
態
度
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
才
市
は
︑

次
の
よ
う
な
詩
を
残
し
て
い
る
︒ 

さ
い
ち
よ
い
︒
は
た
ら
け
よ
︒
は
た
ら
け
ば
︑
こ
こ
ろ
が
こ
ゑ
る
︵
肥
え
る
︶
︒
な
む
あ
み
だ
ぶ
の
︒ 

才
市
は
︑
働
く
こ
と
で
﹁
こ
こ
ろ
が
こ
ゑ
る
︵
肥
え
る
︶
﹂
と
訴
え
る
︒
そ
の
⼼
が
﹁
な
む
あ
み
だ
ぶ
﹂
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の
⼼
だ
か
ら
で
あ
る
︒
才
市
に
よ
ç
て
⽇
常
的
に
称
え
ら
れ
て
い
た
念
仏
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
声
と
な
り
︑

そ
の
呼
び
声
の
主
体
で
あ
る
阿
弥
陀
は
﹁
は
た
ら
け
よ
﹂
と
才
市
へ
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

才
市
は
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
声
に
従
い
︑
﹁
び
ん
ぼ
﹂
が
宝
と
す
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
そ
れ
は
︑
阿
弥
陀

と
共
に
働
く
こ
と
の
充
⾜
感
の
表
現
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
充
⾜
感
は
︑
却
ç
て
渇
望
す
る
⾃
⾝

の
⼼
情
に
気
づ
か
せ
る
︒ 

あ
さ
ま
し
︑
あ
さ
ま
し
︑
じ
å
け
ん
︑
京
ま
ん
︵
驕
慢
︶
︑
あ
く
さ
い
ち
︑ 

じ
や
け
ん
︑
京
ま
ん
︑
あ
く
さ
い
ち
︒ 

あ
さ
ま
し
︑
じ
や
け
ん
︑
京
ま
ん
︑
あ
く
さ
い
ち
︒ 

あ
さ
ま
し
︑
あ
さ
ま
し
︑
あ
く
さ
い
ち
︒ 

ひ
と
の
も
の
わ
︑
な
ん
ぼ
で
も
︑
ほ
し
い
︒ 

と
う
て
も
︑
と
う
て
も
︑
ほ
し
い
︑
ほ
し
い
︒ 

ほ
し
い
の
つ
の
︵
⾓
︶
が
は
ゑ
︑ 

あ
さ
ま
し
︑
あ
さ
ま
し
︑
あ
さ
ま
し
︑
あ
さ
ま
し
︑ 

じ
å
け
ん
お
も
と
わ
︑
こ
の
さ
い
ち
が
こ
と
よ
︒ 

こ
の
さ
い
ち
に
わ
︑
ひ
と
が
を
そ
れ
て
を
り
ま
す
︑ 

そ
れ
に
︑
ひ
と
が
し
ら
ん
と
を
も
を
て
︵
思
て
︶
を
り
ま
す
︒
三
六 

こ
の
よ
う
に
︑
才
市
は
﹁
ひ
と
の
も
の
わ
︑
な
ん
で
も
ほ
し
い
﹂
と
い
う
︒
こ
の
歌
は
才
市
が
⾃
分
と
他

者
と
の
所
有
量
を
⽐
較
し
︑
⾃
⾝
の
⽋
乏
を
訴
え
る
の
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
充
⾜
感
は
︑
渇
望
す
る
才

市
は
消
失
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
︒ 

 
鈴
⽊
は
才
市
の
詩
を
引
⽤
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 
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あ
り
が
た
い
な
︒ 

娑
婆
で
す
る
こ
と
︑
家
業
を
営
み
す
る
こ
と
が
︑ 

浄
⼟
の
荘
厳
に
︑
こ
れ
が
か
わ
る
ぞ
よ
︒ 

ふ
し
ぎ
だ
︑
な
に
と
ふ
し
ぎ
で
あ
ま
す
な
︒ 

な
む
あ
み
だ
ぶ
わ
︑
ど
を
ゆ
う
︑
ゑ
ゑ
く
す
り
で
あ
ろ
を
か
い
な
︒ 

な
む
あ
み
だ
ぶ
わ
︑
ど
を
ゆ
う
よ
い
く
す
り
で
︑
あ
ろ
を
か
い
な
︒
三
七 

娑
婆
で
す
る
仕
事
が
浄
⼟
の
荘
厳
で
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
︑
⼀
般
に
他
⼒
宗
で
い
う
こ
と
か
ど
う
か

知
ら
ぬ
︒
が
︑
こ
の
書
の
著
者
か
ら
⾒
る
と
︑
ま
た
﹁
さ
い
ち
や
︑
な
ん
で
仕
事
を
す
る
か
︑
さ
い

ち
や
︑
な
む
あ
み
だ
ぶ
で
︑
仕
事
を
す
る
よ
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
⾒
る
と
︑
わ
れ
ら
⽇
常
の
⾏
為

が
即
ち
浄
⼟
を
荘
厳
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
三
⼋ 

こ
こ
で
鈴
⽊
は
︑
才
市
の
労
働
が
単
な
る
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
才
市
は
︑
﹁
は
た

ら
け
よ
﹂
と
阿
弥
陀
に
呼
び
か
け
ら
れ
︑
そ
し
て
︑
そ
こ
で
は
︑
阿
弥
陀
は
才
市
と
と
も
に
あ
る
︒
才
市

が
﹁
び
ん
ぼ
﹂
や
﹁
ひ
と
の
も
の
は
︑
な
ん
で
も
ほ
し
い
﹂
と
い
う
の
は
︑
阿
弥
陀
と
と
も
に
あ
る
が
ゆ

え
に
︑
気
付
か
さ
れ
る
感
情
な
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
鈴
⽊
の
⾔
葉
を
通
し
て
才
市
の
労
働
観
を
み
て
き
た
︒
鈴
⽊
は
︑
才
市
の
労
働
に
こ
の
よ
う
な

特
徴
的
な
意
義
を
み
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
近
世
妙
好
⼈
伝
で
⽰
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
勤
勉
﹂
の
態
度
を
美
徳

と
す
る
価
値
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
妙
好
⼈
才
市
の
特
徴
は
︑
外
的
条
件
に
は
特

徴
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒ 
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⼀ 
こ
の
講
演
で
は
﹁
七
⾥
和
尚
の
語
録
﹂
に
つ
い
て
﹁
あ
あ
云
ふ
も
の
を
⾒
る
と
禅
宗
の
坊
さ
ん
が
や
る
と
同
じ
や
う
な
作

略
が
あ
り
ま
す
﹂
と
⾔
及
し
て
い
る
︒﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
七
︑
⼆
〇
⼆ 

⼆ 
⼀
九
⼆
〇
年
代
前
後
に
刊
⾏
さ
れ
た
﹁
宗
報
﹂
か
ら
﹁
妙
好
⼈
﹂
の
記
述
を
拾
い
出
し
て
真
宗
⼤
⾕
派
教
団
の
妙
好
⼈
に

関
す
る
発
⾔
を
確
認
す
る
と
︑﹁
映
画
劇
と
し
て
本
⼭
特
有
の
フ
ヰ
ル
ム
は
単
に
﹃
妙
好
⼈
清
九
郎
﹄
全
三
巻
が
あ
る
に
過

ぎ
な
い
﹂︵
真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
⼀
九
九
七
b
︑
⼆
九
四
︒
初
出
﹃
宗
報
﹄
⼀
九
⼆
⼆
年
⼗
⼀
⽉
五
⽇
発
⾏
︹
第
⼆

五
三
号
︑
⼗
⼀
⽉
号
︺︶
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
︒
真
宗
⼤
⾕
派
教
団
内
に
設
置
さ
れ
た
映
画
制
作
の
意
図
と
し
て
﹁
直

接
宗
祖
聖
⼈
御
⾃
か
ら
を
映
出
す
る
よ
り
も
間
接
に
信
者
の
内
⾯
⽣
活
を
表
現
す
る
⽅
が
寧
ろ
適
切
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑

曩
に
﹃
妙
好
⼈
清
九
郎
﹄
を
脚
⾊
し
た
﹂︵
同
上
︶
と
あ
る
︒﹃
⼤
和
の
清
九
郎
﹄
は
⽴
教
開
宗
七
百
年
記
念
と
し
て
各
地
で

上
映
さ
れ
た
と
み
ら
れ
︑
こ
の
よ
う
な
理
由
で
鈴
⽊
が
⼤
和
の
清
九
郎
と
﹁
真
宗
信
者
の
間
に
は
能
く
知
ら
れ
て
い
る
﹂
妙

好
⼈
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

三 

﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
六
︑
三
⼀
四 

四 

末
村
⼆
〇
⼀
⼋
で
は
︑
鈴
⽊
の
仏
教
研
究
史
に
お
い
て
︑
妙
好
⼈
研
究
が
展
開
さ
れ
た
の
は
⼀
九
四
〇
年
代
以
降
だ
と
さ

れ
て
い
る
︒ 

五 

安
藤
⼆
〇
⼆
⼆
︑
五
七
で
は
︑
鈴
⽊
が
⼀
九
四
四
年
か
ら
妙
好
⼈
の
存
在
に
注
⽬
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
確
か
に
︑

鈴
⽊
は
四
〇
年
代
以
降
に
妙
好
⼈
を
主
題
的
に
扱
う
よ
う
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
本
論
稿
で
は
⼀
九
三
〇
年
代

に
妙
好
⼈
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒ 

六 

晩
年
の
鈴
⽊
に
接
し
た
佐
藤
⼀
九
六
六
︑
⼀
三
六
は
以
下
の
よ
う
に
そ
の
様
⼦
を
述
懐
し
て
い
る
︒﹁
⽮
鱈
に
﹁
な
む
あ
み

だ
ぶ
つ
﹂
ば
か
り
を
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
妙
好
⼈
浅
原
才
市
の
ノ
Æ
ト
を
取
り
出
し
て
来
て
︑
⾃
ら
の
法
悦
を
語
ら
れ
た
﹂︒ 

七 

同
上
︑
⼀
⼋
⼆
⾴
︒
た
だ
し
︑
こ
の
⾔
説
は
︑
才
市
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

⼋ 

佐
藤
訳
⼀
九
⼋
三
︑
⼋
四  

九 

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
⼆
七 

⼀
〇 

佐
藤
訳
⼀
九
⼋
三
︑
⼋
五 
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⼀
⼀ 

楠
⼀
九
⼋
七
︑
⼀
七 

⼀
⼆ 

﹃
全
集
﹄︑
⼗
︑
⼀
三
六 

⼀
三 
﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
三
⼋ 

⼀
四 
柏
原
⼀
九
九
⼆
は
版
⾏
さ
れ
た
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
全
六
篇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
妙
好
⼈
の
総
数
百
五
⼗
七
名
の
う
ち
︑
農

⺠
は
六
⼗
四
名
︵
う
ち
貧
農
⼗
五
名
︑
富
農
五
名
︑
半
農
半
商
⼀
名
︶
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒ 

⼀
五 

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
六
⼀‒

⼀
六
⼆ 

⼀
六 

﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
九
︑
四
⼆
⼋ 

⼀
七 

﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
⼋
︑
⼆
四
⼋ 

⼀
⼋ 

学
識
と
妙
好
⼈
で
あ
る
こ
と
の
両
⽴
を
︑
本
稿
で
は
七
⾥
に
み
て
い
る
︒ 

⼀
九 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
⼋
〇 

⼆
〇 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
⼋
⼀ 

⼆
⼀ 

﹁
才
市
よ
い
へ
／
い
ま
せ
京
を
し
太
わ
だ
れ
か
／
へ
あ
ん
ら
く
し
の
わ
上
三
で
あ
り
／
ま
す
そ
を
で
わ
あ
る
ま
へ
／
れ

ん
仁
よ
三
で
あ
り
ま
す
／
そ
を
で
わ
あ
る
ま
へ
／
み
太
の
じ
き
せ
つ
／
な
む
あ
み
太
ぶ
で
あ
り
ま
す
﹂
引
⽤
中
の
﹁
太
﹂
は
︑

本
⽂
で
は
濁
点
が
付
い
て
表
記
さ
れ
て
い
る
︒︵
鈴
⽊
編
⼀
九
七
⼀
︑
⼆
⼋
︶ 

⼆
⼆ 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
⼀
三
⼀ 

⼆
三 

菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
⼋
六
︒
ま
た
︑
か
つ
て
才
市
が
⽣
活
し
て
い
た
﹁
妙
好
⼈
浅
原
才
市
の
家
﹂
が
現
存
す
る
︒
こ
れ
は
︑

才
市
の
孫
に
あ
た
る
⼈
物
が
温
泉
津
観
光
協
会
へ
無
償
寄
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
所
在
地
は
島
根
県
⼤
⽥
市
で
あ
り
︑
出
雲

市
か
ら
在
来
線
で
⻄
へ
⼀
時
間
ほ
ど
⾏
r
た
あ
た
り
で
あ
る
︒
才
市
が
か
つ
て
⽣
活
し
て
い
た
そ
の
家
屋
は
︑
駅
か
ら
⼀
〇

〇
ｍ
歩
い
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
︒
才
市
の
家
に
は
︑
才
市
が
使
⽤
し
て
い
た
下
駄
作
り
の
た
め
の
道
具
が
展
⽰
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
そ
の
家
屋
の
近
く
に
あ
る
浄
⼟
真
宗
本
願
寺
派
安
楽
寺
に
は
︑
才
市
の
遺
品
が
展
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
従
来
︑
才

市
は
⼗
分
に
⽂
字
が
読
め
な
か
r
た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
遺
品
の
⼀
つ
に
は
﹃
歎
異
抄
﹄
の
⽂
章
を
書
写
し
た
も
の
や
︑

⾓
が
⿊
く
変
⾊
し
た
勤
⾏
本
な
ど
が
あ
る
︒
実
際
に
才
市
の
遺
品
と
す
る
こ
れ
ら
の
展
⽰
物
は
︑
才
市
が
勤
⾏
本
に
記
載
さ

れ
る
正
信
偈
を
か
な
り
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
を
⽰
唆
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
筆
者
の
才
市
観
を
⼤
き
く
変
え
る
も
の
で

あ
r
た
︒
そ
の
こ
と
が
︑
本
研
究
を
促
す
動
機
の
⼀
つ
と
な
r
て
い
る
︒ 
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⼆
四 

﹁
⽣
け
る
妙
好
⼈
・
浅
原
才
市
﹂
は
︑
鈴
⽊
が
⼀
九
四
⼋
年
に
出
版
し
た
﹃
妙
好
⼈
﹄
の
末
尾
に
あ
る
﹁
付
録
﹂
お
よ

び
︑
⼀
九
五
⼀
年
発
⾏
の
寺
本
慧
達
の
﹃
⼀
隅
を
照
ら
す
も
の
﹄︵
千
代
⽥
⼥
学
園
︶
と
⼀
九
五
⼆
年
発
⾏
の
﹃
浅
原
才
市

翁
を
語
る
﹄
に
も
収
録
さ
れ
る
︒ 

⼆
五
鈴
⽊
が
才
市
の
詩
と
出
会
い
︑﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
で
紹
介
す
る
に
⾄
r
た
経
緯
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
こ

の
本
︹﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄︺
に
引
⽤
さ
れ
た
才
市
の
歌
の
資
料
は
︑
広
島
⼤
学
の
︑
も
う
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
藤
秀
璻

先
⽣
の
お
書
き
に
な
r
た
﹃
⼤
乗
相
応
の
地
﹄
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
こ
の
﹃
⼤
乗
相
応
の
地
﹄
の
中
に
ノ
Æ
ト
⼆

冊
分
く
ら
い
の
数
の
歌
が
載
r
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
本
を
京
都
⼤
学
の
⻄
⾕
啓
治
先
⽣
が
ご
ら
ん
に
な
r
て
︑
そ
れ
を
鈴
⽊

先
⽣
の
と
こ
ろ
へ
お
持
ち
に
な
r
た
ん
で
す
ね
︒
先
⽣
は
そ
れ
を
ご
ら
ん
に
な
r
て
⾮
常
に
⼼
を
動
か
さ
れ
た
ん
で
す
︒
浅

原
才
市
の
歌
の
こ
と
を
初
め
て
お
書
き
に
な
r
た
の
は
﹃
⽇
本
的
霊
性
﹄
で
す
︒
で
す
か
ら
浅
原
才
市
の
こ
と
は
﹃
⽇
本
的

霊
性
﹄
に
最
初
に
出
て
来
た
と
︑
こ
う
⾔
r
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
﹂︵
楠
・
⾦
光
⼀
九
九
⼀
︑
⼆
〇
︶ 

⼆
六 

⾼
⽊
⼀
九
九
⼀
︑
⼆
⼀‒
⼆
⼆
︑
た
だ
し
︑
本
論
稿
で
は
︑
⽗
⻄
教
が
萬
⾏
寺
で
の
聴
聞
を
才
市
に
対
し
て
勧
め
た
か
否

か
に
つ
い
て
︑
史
実
的
検
証
を
⾏
う
こ
と
は
し
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
時
期
の
才
市
の
来
歴
に
関
す
る
記
述
は
⾼
⽊
︵
⼀
九
九

⼀
︶
だ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
根
拠
は
伝
え
聞
き
が
多
く
︑
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
が
い
か
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
は
判
然

と
し
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
才
市
が
九
州
へ
出
稼
ぎ
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
鈴
⽊
編
⼀
九
六
七
︑
四
六
⼆‒

四
六
三
で
も
確
認
で
き
︑
ま
た
佐
藤
⼀
九
五
⼆
は
︑
結
果
的
に
妻
⼦
を
捨
て
る
こ
と
に
は
な
r
た
が
︑
⻄
教
と
才
市
は
同
村

で
⽣
活
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
研
究
で
は
︑
⽗
⻄
教
が
萬
⾏
寺
で
の
聴
聞
を
才
市
に
対
し
て

勧
め
た
か
否
か
に
つ
い
て
︑
史
実
的
検
証
を
⾏
う
こ
と
は
し
な
い
︒ 

⼆
七 

⾼
⽊
⼀
九
九
⼀ 

⼆
⼋ 

﹁
三
⼗
⼀
ま
で
 
な
に
が
 
え
ろ
う
な
r
た
 
こ
ざ
る
の
や
う
な
 
ち
ゑ
ば
か
り
 
こ
ざ
る
の
や
う
な  

は
か
ら
ひ
や
め

て
 

南
無
阿
弥
陀
仏
を
 
い
ふ
ば
か
り
﹂ 

⼆
九 

七
⾥
と
才
市
の
交
流
に
関
し
て
は
⾼
⽊
⼀
九
九
⼀
︑
新
保
⼀
九
九
⼋
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒ 

三
〇 

⾼
⽊
⼀
九
九
⼀
︑
⼆
〇
︑
菊
藤
⼆
〇
⼀
七
︑
七
〇 

三
⼀ 

朝
枝
⼀
九
九
⼀
︑
四
⼋
︑ 

三
⼆ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
五 
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三
三 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
七 

三
四
﹃
才
市
の
歌
﹄
⼀
︑
⼀
⼋
〇 

三
五 
﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
三
六 

三
六 
﹃
才
市
の
歌
﹄
⼀
︑
⼀
七
三‒

⼀
七
四 

三
七 

楠
⼀
九
六
六
︑
九
四 

三
⼋ 

﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼆
五
三‒

⼆
五
四 
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 結
章
  

第
一
節 

妙
好
人
論
の
範
囲
と
そ
の
限
界
の
克
服 

 
本
節
第
⼀
項
で
は
︑
前
章
で
確
認
し
た
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
の
検
討
を
通
し
て
導
か
れ
る
限
界
の

内
容
を
確
認
す
る
︒
第
⼆
項
で
は
︑
そ
の
限
界
の
克
服
を
⽬
指
す
た
め
に
考
え
ら
れ
る
妙
好
⼈
の
特
徴
の

内
的
要
因
を
探
る
︒
そ
し
て
︑
第
三
項
で
は
︑
結
論
と
し
て
︑
そ
の
限
界
の
克
服
は
︑
鈴
⽊
の
思
索
の
中

で
可
能
と
な
る
こ
と
を
⽰
す
︒
第
四
項
は
︑
残
さ
れ
た
課
題
を
⽰
す
︒ 

 

第
⼀
項
 

妙
好
⼈
論
の
範
囲 

 
本
研
究
は
︑
鈴
⽊
⼤
拙
の
妙
好
⼈
論
の
再
検
討
を
⽬
的
と
し
て
き
た
︒
そ
の
再
検
討
の
内
実
は
︑
鈴
⽊

の
妙
好
⼈
論
の
特
徴
と
範
囲
を
⾒
定
め
︑
そ
し
て
︑
そ
の
限
り
を
鈴
⽊
⾃
⾝
の
思
索
の
中
で
克
服
し
う
る

こ
と
を
⽰
す
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
第
⼀
章
で
鈴
⽊
の
⼀
九
⼆
五
年
の
英
⽂
論
考
を
分
析
対
象
と

し
︑
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
七
⾥
語
録
へ
の
⾔
及
を
検
証
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
第
⼆
章
で
鈴
⽊
の
妙
好
⼈

論
の
範
囲
を
明
ら
か
し
︑
そ
の
問
題
へ
答
え
う
る
可
能
性
を
模
索
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒ 

 
本
節
の
⽬
的
は
︑
そ
の
問
題
へ
の
応
答
と
な
り
う
る
⾒
解
を
⽰
す
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
前
に
︑

前
章
で
明
ら
か
に
な
ç
た
妙
好
⼈
論
の
特
徴
と
︑
そ
こ
か
ら
⽣
じ
る
必
然
的
な
問
題
点
を
以
下
の
よ
う
な

﹁
⽋
落
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒ 

 

①
知
的
能
⼒
の
⽋
落 
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•  

﹁
宗
教
的
教
育
と
い
ふ
も
の
も
受
け
て
ゐ
な
い
﹂
︒ 

•  

﹁
愚
痴
で
無
学
と
云
は
れ
る
⼈
々
﹂
︒ 

②
社
会
的
地
位
の
⽋
落 

•  
﹁
⽐
較
的
に
社
会
的
地
位
を
も
ç
て
い
な
い
﹂
︒ 

•  
﹁
社
会
的
に
進
出
し
て
︑
能
動
的
⾏
為
に
出
づ
る
こ
と
は
︑
⼤
抵
の
場
合
少
な
い
﹂
︒ 

③
⽣
活
全
般
の
質
的
⽋
落 

•  

﹁
⽂
化
度
の
⾼
か
ら
ぬ
︑
所
謂
る
辺
鄙
な
⽥
舎
﹂
で
⽣
活
し
て
い
る
︒ 

•  

﹁
賎
が
伏
屋
に
起
臥
す
る
⼈
達
の
中
に
在
る
﹂ 

鈴
⽊
は
こ
れ
ら
の
条
件
に
妙
好
⼈
の
特
徴
を
認
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
は
︑
⼀
般
的
な
妙
好
⼈
論

と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
⾯
も
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
総
じ
て
⽋
落
の
⽅
向
を
も
つ
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い

る
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
⽋
落
を
も
た
な
け
れ
ば
妙
好
⼈
た
り
得
な
い
と
い
う
⾔

説
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
前
章
ま
で
に
指
摘
し
た
七
⾥
や
才
市
の
特
徴
を
こ
れ
ら

の
⽋
落
に
当
て
は
め
て
い
く
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
以
下
に
①
か
ら
③
ま
で
の

問
題
点
を
列
挙
す
る
︒ 

①
知
的
能
⼒
の
⽋
落
に
つ
い
て 

 
才
市
の
念
仏
詩
に
記
さ
れ
る
⽂
字
は
ひ
ら
が
な
が
多
く
︑
漢
字
の
使
⽤
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
︒
漢

字
の
使
⽤
も
当
て
字
が
多
く
︑
ま
た
︑
表
現
の
形
式
も
稚
拙
な
た
め
︑
才
市
は
⼗
分
に
読
み
書
き
が
で
き

な
か
ç
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
妙
好
⼈
の
特
徴
に
知
的
能
⼒
の
⽋
落
と
い
う
要
素
を
加
え
る
こ

と
で
︑
妙
好
⼈
は
阿
弥
陀
を
無
条
件
に
信
順
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
⽰
し
︑
そ
れ
を
担
保
す
る
た
め
に

鈴
⽊
は
彼
ら
の
特
徴
を
﹁
無
学
﹂
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
⼀

︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
を
理
由
と
し
て
︑
筆
者
は
︑
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才
市
の
知
的
能
⼒
が
低
か
ç
た
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
結
章

第
三
項
で
改
め
て
述
べ
る
︒ 

②
社
会
的
地
位
の
⽋
落
に
つ
い
て 

 
七
⾥
は
社
会
事
業
に
従
事
し
た
⼈
物
で
あ
ç
た
こ
と
を
第
⼀
章
第
⼆
節
で
確
認
し
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
七

⾥
は
﹁
社
会
的
に
進
出
し
て
︑
能
動
的
⾏
為
に
出
づ
る
﹂
⼈
物
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

鈴
⽊
の
述
べ
る
先
の
特
徴
か
ら
は
︑
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
当
時
︑
七
⾥
は
著
名
で
社

会
的
に
影
響
⼒
の
あ
る
⼈
物
で
あ
ç
た
か
ら
で
あ
る
︒ 

③
⽣
活
全
般
の
質
的
⽋
落
に
つ
い
て 

﹁
貧
し
さ
﹂
を
妙
好
⼈
の
特
徴
と
し
た
場
合
︑
そ
れ
は
︑
時
代
に
限
定
さ
れ
た
美
徳
を
基
準
に
︑
特
徴
を

規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
価
値
基
準
は
時
代
に
よ
ç
て
変
遷
す
る
た
め
︑
こ
れ
を
妙
好
⼈
の

特
徴
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

 
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
⾒
解
は
︑
妙
好
⼈
の
特
徴
を
世
間
的
な
事
柄
の
範
疇
に
落
と

し
込
む
こ
と
で
︑
却
ç
て
そ
の
妙
好
⼈
観
に
限
界
を
⽣
じ
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

そ
う
し
た
観
点
か
ら
妙
好
⼈
を
取
り
扱
う
こ
と
は
︑
妙
好
⼈
を
時
代
社
会
に
限
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
扱

う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
妙
好
⼈
は
⽋
落
が
な
け
れ
ば
︑
妙
好
⼈
た
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
筆

者
の
関
⼼
は
︑
妙
好
⼈
の
成
⽴
要
因
と
し
て
︑
そ
の
特
徴
に
⽋
落
的
な
外
的
条
件
を
認
め
る
こ
と
で
は
な

く
︑
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
か
ら
時
代
を
通
じ
て
成
⽴
す
る
内
的
要
因
と
は
何
か
を
探
る
こ
と
で
あ
ç
た
︒
第

⼀
章
第
⼀
節
第
四
項
︑
第
五
項
で
も
⾔
及
し
た
通
り
︑
鈴
⽊
は
宗
教
的
﹁
⼈
﹂
の
内
⾯
的
深
化
を
促
す
き

ç
か
け
と
し
て
﹁
分
別
﹂
を
挙
げ
て
い
た
︒
筆
者
は
︑
妙
好
⼈
の
成
⽴
に
お
い
て
も
同
様
の
内
的
要
因
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
﹁
分
別
﹂
は
︑
時
代
に
限
定
さ
れ
な
い
か
ら



  
 

 106 

で
あ
る
︒
で
は
︑
妙
好
⼈
に
お
い
て
﹁
分
別
﹂
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
次
項
に
お
い

て
︑
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
た
い
︒ 

 第
⼆
項
 

妙
好
⼈
論
に
お
け
る
﹁
⼀
体
﹂
と
﹁
分
別
﹂
の
関
係 

 
本
項
で
は
︑
鈴
⽊
に
お
け
る
﹁
⼀
体
﹂
と
﹁
分
別
﹂
の
関
係
を
検
討
す
る
︒
そ
れ
が
前
項
で
述
べ
た
妙

好
⼈
成
⽴
の
内
的
要
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
検
討
に
あ
た
ç
て
︑
本
項
で
は
︑
鈴

⽊
の"identification"

の
⽤
例
と
才
市
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
﹁
機
法
⼀
体
﹂
に
対
す
る
鈴
⽊
の
解
釈
を
参
照

し
て
い
く
︒ 

 
ま
ず
﹁
⼀
体
化
︵identification

︶
﹂
に
つ
い
て
︑SM

TM

に
お
け
る
⽤
例
を
参
照
し
て
み
よ
う
︒
そ

こ
で
は
︑
﹁
⼀
体
化
の
理
論
︵The doctrine of identification

︶
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
れ
る
︒ 

仏
教
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
一
体
化
の
理
論
は
︑
真

宗
の
神
秘
家
に
よ
ç
て
も
教
え
ら
れ
る
︒
﹁
開
祖
が
阿
弥
陀
に
信
頼
を
置
く
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
⾔

う
と
き
︑
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
⼒
を
⾃
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
親
に
背
負
わ
れ

て
い
る
⼦
供
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
親
の
強
さ
は
︑
⼦
の
強
さ
で
あ
る
﹂
︒
⼆ 

鈴
⽊
は
﹁
⼀
体
化
の
理
論
﹂
が
仏
教
学
派
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の

﹁
⼀
体
化
の
理
論
﹂
の
説
明
と
し
て
﹁
阿
弥
陀
に
信
頼
を
置
く
﹂
こ
と
は
﹁
阿
弥
陀
の
⼒
を
⾃
分
の
も
の

に
す
る
こ
と
﹂
と
述
べ
る
⾔
葉
を
︑
七
⾥
語
録
か
ら
引
⽤
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
⼀
体
化
﹂
に
お
い
て

想
定
さ
れ
る
の
は
︑
﹁
阿
弥
陀
﹂
と
﹁
⾃
分
﹂
あ
る
い
は
︑
そ
の
⾔
い
換
え
で
あ
る
﹁
親
﹂
と
﹁
⼦
﹂
の

存
在
で
あ
る
︒
﹁
親
﹂
は
﹁
⼦
﹂
を
背
負
う
と
い
う
⽐
喩
に
よ
ç
て
︑
鈴
⽊
は
﹁
他
⼒
﹂
を

" identification"

の
語
で
説
明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
は
単
に
﹁
親
﹂
と
﹁
⼦
﹂
の
﹁
同
⼀
﹂
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を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒ 

 
鈴
⽊
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒ 

真
宗
で
は
︑
阿
弥
陀
の
呼
び
声
に
応
じ
︑
無
条
件
に
﹁
は
い
﹂
と
い
う
者
を
︑
⾃
分
の
内
な
る
阿
弥

陀
そ
れ
⾃
⾝
︑
す
な
わ
ち
﹁
私
﹂
に
相
対
す
る
他
者
と
み
な
す
︒
⼀
⽅
︑
禅
は
﹁
私
﹂
を
他
者
に
溶

け
込
ま
せ
︑
こ
の
統
合
的
な
融
合
が
禅
的
な
肯
定
の
⼼
理
状
態
の
基
礎
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
︒
禅

に
お
い
て
︑
こ
の
一
体
化
の
意
識
は
⽬
覚
め
た
﹁
私
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
解
釈
さ
れ
る
︒
⼀
⽅
︑
真
宗

で
は
他
者
は
つ
ね
に
顕
著
に
際
⽴
ç
て
い
て
︑
そ
し
て
﹁
私
﹂
は
他
者
の
全
体
性
の
内
に
包
み
込
ま

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼆
四
⾴
︶
三 

少
々
く
ど
い
よ
う
だ
が
︑
上
記
の
も
の
は
真
宗
信
仰
と
は
何
か
︑
ま
た
な
ぜ
真
宗
信
仰
が
﹁
⾃
⼒
﹂

に
対
す
る
﹁
他
⼒
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
か
を
要
約
し
て
い
る
︒
阿
弥
陀
ま
た
は
神
す
な
わ
ち
他
者
は
絶

対
的
独
⽴
を
明
ら
か
に
⽰
し
て
独
⼒
で
存
⽴
す
る
⼀
⽅
︑
死
か
ら
免
れ
ず
︑
有
限
で
︑
不
完
全
で
︑

罪
深
く
︑
奈
落
も
し
く
は
果
て
し
な
い
消
滅
に
向
か
う
⼀
切
を
象
徴
す
る
﹁
私
﹂
は
︑
他
者
の
内
に

の
み
﹇
﹁
私
﹂
の
﹈
存
在
す
る
意
味
を
⾒
出
す
の
で
あ
る
︒
︵
本
稿
資
料
⼀
⼀
⼋
⾴
︶ 

鈴
⽊
は
こ
こ
で
︑
禅
と
真
宗
を
﹁
﹁
私
﹂
﹂
と
﹁
他
者
﹂
と
の
﹁
⼀
体
化
﹂
の
仕
⽅
の
違
い
か
ら
説
明
し

て
い
る
︒
禅
に
お
い
て
は
﹁
﹁
私
﹂
﹂
を
﹁
他
者
﹂
に
溶
け
込
ま
せ
る
の
に
対
し
て
︑
真
宗
に
お
い
て
は

﹁
他
者
︵
阿
弥
陀
︶
﹂
は
常
に
際
⽴
ç
て
お
り
︑
﹁
﹁
私
﹂
﹂
は
︑
そ
の
内
に
お
い
て
⾒
い
だ
さ
れ
る
︒

し
た
が
ç
て
︑
こ
の"identification "

は
︑
﹁
他
者
﹂
に
包
ま
れ
て
い
く
と
い
う
点
で
の
﹁
⼀
体
化
﹂
で

あ
る
︒ 

 
次
に
︑
⼀
九
五
七
年
の
﹃
神
秘
主
義
﹄
で
の"identification "
の
⽤
例
を
確
認
し
て
い
く
︒ 

真
宗
信
仰
は
阿
弥
陀
の
本
願
に
基
づ
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
名
前
﹂
を
意
味
す
る
﹁
名
号
﹂
︵
サ
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︶
と
し
て
知
ら
れ
る
﹁
南
無
阿
弥
陀
佛
﹂
に
集
約
さ
れ
て
い
る
︒

名
号
と
い
う
と
抽
象
的
に
響
く
か
も
知
れ
ぬ
が
︑
こ
れ
は
主
観
と
客
観
︑
信
ず
る
者
と
阿
弥
陀
︑

﹁
南
無
﹂
︵
礼
拝
す
る
者
︶
と
仏
︵
礼
拝
さ
れ
る
者
︶
︑
機
と
法
と
が
⼀
体
と
な
ç
た
形
な
の
で
あ

る
︒
名
号
が
称
え
ら
れ
る
時
︑
不
思
議
な
一
体
化
が
⾏
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
四 

﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
を
才
市
が
称
え
る
や
︑
た
ち
ど
こ
ろ
に
﹁
南
無
﹂
︵
機
︶
は
︑
﹁
地
⾯
﹂
で
あ

り
﹁
⽀
え
﹂
で
あ
る
﹁
阿
弥
陀
﹂
︵
法
︶
の
体
の
う
ち
に
融
け
込
ん
で
し
ま
う
︒
才
市
は
そ
れ
を
理

窟
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
﹁
こ
こ
に
を
る
﹂
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
起
こ
ç
た
と
こ
ろ
の
こ
と

は
︑
阿
弥
陀
︵
法
︶
と
才
市
︵
機
︶
の
⼀
体
化
で
あ
る
︒
し
か
し
一
体
化
し
た
と
い
ç
て
も
︑
何
も

才
市
が
消
え
て
な
く
な
ç
て
し
ま
ç
た
わ
け
で
は
な
い
︒
才
市
は
依
然
と
し
て
⾃
⼰
の
個
性
を
意
識

し
て
お
り
︑
﹁
如
来
さ
ん
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
⾃
ら
阿
弥
陀
仏
に
親
し
く
呼
び
か
け
︑
⾃
分
が
こ
の
し

あ
わ
せ
な
出
来
事
に
つ
い
て
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
五 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
﹁
不
思
議
な
⼀
体
化
︵the m

ystic identification

︶
﹂
は
﹁
主
観
と
客
観
︑
信
ず
る

者
と
阿
弥
陀
︑
﹁
南
無
﹂
︵
礼
拝
す
る
者
︶
と
仏
︵
礼
拝
さ
れ
る
者
︶
︑
機
と
法
﹂
の
﹁
⼀
体
化
﹂
で
あ

る
と
鈴
⽊
は
述
べ
る
︒
こ
れ
ら
は
名
号
を
介
し
て
⾏
わ
れ
る
﹁
⼀
体
化
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
前
者
は
後
者
に

﹁
融
け
込
ん
で
し
ま
う
﹂
と
鈴
⽊
は
説
明
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
融
け
込
ん
で
し
ま
う
﹂
と
い
う

﹁
⼀
体
化
﹂
は
︑
前
者
と
後
者
が
⼀
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
﹁
南
無
阿

弥
陀
仏
﹂
と
い
う
﹁
名
号
﹂
に
摂
取
さ
れ
た
才
市
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑
阿
弥
陀
に
話
し
か
け

喜
ぶ
と
い
う
﹁
⾃
⼰
の
個
性
﹂
を
も
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑"

identification "

の
⽤
例
を
検
討
し
て
き
た
︒
鈴
⽊
の
い
う
﹁
⼀
体
化
﹂
は
﹁
数
的
同
⼀
性
﹂

や
﹁
質
的
同
⼀
性
﹂
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
﹁
同
⼀
﹂
で
あ
る
と
い
う
概
念
と
は
異
な
り
六
︑
そ
の
﹁
⼀
体
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化
﹂
に
み
ら
れ
る
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
質
的
差
異
を
保
持
し
な
が
ら
も
︑
⼀
⽅
と
他
⽅
が
融
合
す
る
か
︑

あ
る
い
は
⼀
⽅
が
他
⽅
を
包
む
と
い
う
関
係
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

 
こ
こ
か
ら
は
﹁
分
別
﹂
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
鈴
⽊
は
﹁
妙
好
⼈
の
真
宗
﹂
で
︑
﹁
分
別
﹂

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

妙
好
⼈
︵
⼜
は
神
秘
家
︶
の
陥
り
や
す
い
︑
⼜
⼀
度
陥
ç
た
ら
容
易
に
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い

危
険
な
穽
が
あ
る
︒
即
ち
︑
⾃
⼰
の
有
限
性
・
罪
業
性
を
う
し
ろ
へ
押
し
や
つ
て
し
ま
つ
て
︑
⾃
分

を
無
限
絶
対
な
も
の
だ
と
思
ひ
こ
む
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
が
危
険
な
陥
穽
で
あ
る
︒
こ
の
分
別
／
妄

想
を
突
破
ら
な
い
と
︑
そ
の
⼈
間
の
⾏
為
は
︑
随
分
と
︑
不
羈
奔
放
︑
我
儘
勝
⼿
に
な
り
︑
道
徳
的

に
も
社
会
的
に
も
有
害
な
も
の
と
な
つ
て
し
ま
ふ
︒
さ
う
し
て
つ
ひ
に
は
反
省
な
く
狂
⾔
者
と
な
り

終
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
︒
七 

鈴
⽊
は
︑
阿
弥
陀
に
出
会
ç
た
﹁
妙
好
⼈
﹂
ま
た
は
﹁
他
⼒
神
秘
家
﹂
が
︑
⾃
⾝
を
﹁
無
限
絶
対
﹂
そ
の

も
の
と
し
て
思
い
込
む
こ
と
を
﹁
危
険
な
穽
﹂
と
表
現
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
の
﹁
危
険
な
穽
﹂
は
︑
⾃

⾝
の
﹁
有
限
性
・
罪
業
性
﹂
を
消
失
さ
せ
︑
社
会
性
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
︒
鈴
⽊
は
︑
そ
う
し
た
思
い
込
み
を
﹁
分
別
／
妄
想
を
突
破
﹂
す
る
こ
と
で
避
け
ね
ば
な
ら
な

い
と
明
⾔
す
る
︒
こ
の
﹁
分
別
／
妄
想
﹂
は
︑
本
項
の
主
題
と
し
て
の
﹁
分
別
﹂
と
は
意
味
を
異
に
し
︑

そ
れ
は
︑
﹁
⼈
﹂
に
﹁
他
⼒
の
現
前
﹂
を
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
︒ 

…

︵
中
略
︶…

あ
ら
ゆ
る
罪
障
・
罪
業
を
も
ち
な
が
ら
︑
同
時
に
他
⼒
の
現
前
を
意
識
す
る
の
で
あ

る
︒
さ
う
す
る
と
︑
⾃
⼰
の
有
限
性
と
罪
業
性
を
恥
ぢ
な
が
ら
︑
同
時
に
他
⼒
を
喜
び
︑
歓
喜
に
包

ま
れ
て
し
ま
ふ
︒
妙
好
⼈
の
⼼
の
中
に
は
︑
悲
し
み
と
喜
び
︑
恥
し
さ
と
感
謝
︑
情
な
さ
と
幸
福
と

い
ふ
対
照
的
感
情
が
︑
独
得
の
諧
調
を
以
て
︑
ま
じ
り
あ
ひ
︑
溶
け
あ
つ
て
ゐ
る
︒
妙
好
⼈
の
意
識
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は
︑
対
⽴
的
な
感
情
の
戦
場
で
は
な
く
︑
両
個
の
感
情
が
相
互
に
許
容
し
あ
ひ
︑
巧
み
に
ま
じ
り
あ

ひ
︑
同
時
に
溶
和
し
あ
ふ
遊
戯
場
で
あ
る
︒
⼋ 

鈴
⽊
が
﹁
罪
障
・
罪
業
を
も
ち
な
が
ら
︑
同
時
に
他
⼒
の
現
前
を
意
識
す
る
﹂
と
述
べ
る
こ
と
は
︑
﹁
分

別
﹂
と
﹁
⼀
体
﹂
の
協
調
性
を
意
味
す
る
︒
鈴
⽊
は
そ
れ
を
﹁
溶
和
し
あ
ふ
遊
戯
場
﹂
と
も
表
現
す
る
︒ 

﹁
⾃
⼰
の
有
限
性
と
罪
業
性
を
恥
ぢ
﹂
る
こ
と
が
﹁
分
別
﹂
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
罪
障
・
罪
業
﹂
を
意

識
す
る
﹁
分
別
﹂
が
︑
﹁
他
⼒
﹂
の
摂
取
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
⼀
体
﹂
と
﹁
分
別
﹂

の
関
係
で
あ
る
︒ 

 
以
上
︑
妙
好
⼈
に
お
け
る
﹁
⼀
体
﹂
と
﹁
分
別
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
次
項
か
ら
は
︑

そ
の
関
係
の
内
実
を
追
う
こ
と
に
よ
ç
て
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
外
的
条
件
を
中
⼼
と
す
る
鈴
⽊
の
妙

好
⼈
論
の
限
界
の
克
服
を
模
索
し
て
い
き
た
い
︒ 

 

第
三
項
 

限
界
の
克
服 

 
こ
れ
ま
で
の
本
論
稿
の
考
察
を
受
け
て
︑
第
三
項
で
は
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
︑
外
的
条
件
の
有
無

は
妙
好
⼈
の
成
⽴
に
は
影
響
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
︑
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒ 

第
⼀
章
第
⼆
節
第
⼀
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
七
⾥
が
従
事
し
た
社
会
事
業
の
内
容
は
︑
孤
児
院
の
設
⽴
︑

坊
守
講
の
設
置
な
ど
で
あ
ç
た
︒
そ
れ
ら
以
外
に
も
︑
七
⾥
の
活
動
に
は
以
下
の
よ
う
な
事
柄
も
含
ま
れ

て
い
た
︒ 

博
多
柳
町
な
る
妓
樓
の
主
⼈
達
が
︑
廓
内
の
抱
⼦
達
に
真
宗
の
御
法
を
聞
せ
て
⼼
の
楽
み
を
得
さ
せ

ば
や
と
︑
思
ひ
⽴
つ
志
の
篤
き
に
愛
で
て
︑
去
年
⼗
⼀
⽉
廿
九
⽇
に
七
⾥
恒
順
師
が
其
廓
内
な
る
翠

⽷
校
と
な
ん
い
へ
る
物
教
場
に
臨
ま
れ
て
法
の
筵
を
開
か
れ
し
折
︑
お
の
れ
幸
に
師
の
許
し
を
得
て
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随
⾏
き
し
に
︑
⼆
百
に
余
る
芸
娼
妓
が
綺
羅
の
袂
を
列
ね
て
︑
⽿
傾
け
し
様…

︵
中
略
︶…

九 

⼀
⼋
⼋
七
年
⼗
⼀
⽉
に
︑
七
⾥
は
博
多
柳
町
の
遊
郭
内
に
設
置
さ
れ
た
翠
⽷
校
に
お
い
て
︑
⼆
百
⼈
の
芸

娼
妓
へ
向
け
て
話
し
︑
以
降
も
⽉
⼀
回
の
頻
度
で
訪
問
を
継
続
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
七
⾥
が

社
会
事
業
に
従
事
す
る
中
で
︑
活
動
の
対
象
者
と
し
た
の
は
⼦
供
や
⼥
性
で
あ
ç
た
︒
仮
に
︑
七
⾥
が
彼

ら
の
境
遇
に
対
し
共
鳴
す
る
も
の
が
何
も
な
け
れ
ば
︑
七
⾥
が
彼
ら
に
対
し
て
⽬
を
向
け
る
こ
と
も
な
か

ç
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
鈴
⽊
が
い
う
よ
う
な
社
会
的
地
位
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
ç
た
⼥
性
や
⼦

供
に
思
い
を
致
す
と
い
う
仕
⽅
で
︑
七
⾥
は
彼
ら
の
中
に
⾶
び
込
ん
で
い
け
る
よ
う
な
存
在
で
あ
ç
た
と

い
え
る
︒ 

 
次
に
︑
本
節
第
⼀
項
の
①
で
述
べ
た
﹁
知
的
能
⼒
の
⽋
落
﹂
に
関
し
て
述
べ
る
と
︑
才
市
の
詩
に
は
︑

﹁
機
法
⼀
体
﹂
を
読
ん
だ
も
の
が
多
数
存
在
す
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
才
市
が
詩
を
作
成
す
る
上
で
︑
抽
象

的
な
概
念
操
作
を
⾏
ç
て
い
る
証
左
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
は
信
仰
の
告
⽩
と
も
い
え

る
が
︑
難
解
な
仏
教
⽤
語
を
⾃
⾝
の
体
験
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
点
で
は
知
性
活
動
の
産
物
と
い
え
︑
そ

れ
は
知
的
能
⼒
の
⽋
落
を
意
味
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
︒
鈴
⽊
⾃
⾝
も
当
初
﹃
教
⾏
信

証
﹄
に
批
判
的
で
あ
ç
た
が
︑
晩
年
に
は
同
書
の
英
訳
事
業
に
携
わ
ç
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る

知
性
の
意
義
の
再
確
認
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 
最
後
に
︑
本
節
第
⼀
項
の
③
で
述
べ
た
﹁
⽣
活
全
般
の
質
的
⽋
落
﹂
に
関
し
て
述
べ
る
と
︑
鈴
⽊
は

﹁
⽂
化
度
の
⾼
か
ら
ぬ
︑
所
謂
る
辺
鄙
な
⽥
舎
﹂
で
⽣
活
し
て
い
る
⼈
々
を
妙
好
⼈
の
条
件
と
す
る
傾
向

が
あ
る
︒
し
か
し
︑
妙
好
⼈
の
特
徴
を
測
る
場
合
﹁
⽂
化
度
﹂
を
基
準
に
す
る
こ
と
は
問
題
を
有
し
て
い

る
︒
た
と
え
ば
︑
第
⼆
章
第
三
節
第
四
項
で
み
た
よ
う
に
︑
阿
弥
陀
に
出
会
ç
た
才
市
は
⾃
⾝
を
﹁
び
ん

ぼ
﹂
で
あ
る
と
表
現
す
る
︒
し
か
し
︑
才
市
の
﹁
び
ん
ぼ
﹂
は
⽂
化
資
源
な
ど
も
含
め
た
諸
々
の
⽋
乏
を
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意
味
す
る
⾔
葉
で
は
な
い
︒
才
市
に
と
ç
て
そ
の
﹁
び
ん
ぼ
﹂
と
は
︑
阿
弥
陀
と
出
会
う
﹁
た
か
ら
﹂
を

内
実
と
す
る
充
⾜
感
の
上
に
⽣
じ
る
⾃
⾝
の
あ
り
⽅
へ
の
気
づ
き
で
あ
り
︑
﹁
び
ん
ぼ
﹂
を
契
機
と
し
て

沸
き
起
こ
る
充
⾜
感
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
表
現
は
︑
阿
弥
陀
に
出
会
ç
た
才
市
が
﹁
び
ん
ぼ
﹂
で

あ
ç
た
︑
す
な
わ
ち
︑
才
市
に
は
何
も
な
か
ç
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
充
⾜
感
の
発
露
な
の
で

あ
る
︒ 

 
以
上
は
︑
妙
好
⼈
の
特
徴
が
外
的
条
件
の
有
無
に
依
拠
し
な
い
こ
と
の
事
例
で
あ
る
︒
で
は
︑
外
的
条

件
の
有
無
を
克
服
し
う
る
⾔
説
を
︑
鈴
⽊
の
思
索
の
中
に
⾒
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
鈴
⽊
は
⼀
九
六
⼀

年
﹁
⾃
由
に
つ
い
て
﹂
⼀
〇

に
お
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

⼤
智
と
い
ふ
と
⼤
悲
を
閑
却
す
る
場
合
が
⼤
い
し
︑
⼤
悲
と
い
ふ
と
⼤
智
を
閑
却
す
る
︒
さ
う
で
は

な
く
︑
両
者
が
裏
に
な
り
表
に
な
り
︑
⼤
悲
と
⼤
智
が
円
転
⾃
在
き
は
ま
り
な
い
と
こ
ろ
︑
そ
こ
を

⾒
き
は
め
て
い
く
の
だ
︒
こ
れ
が
﹁
宗
教
的
﹂
仏
教
者
と
も
な
る
の
だ
ら
う
か
︒
真
宗
の
⼈
に
は
︑

学
問
を
や
る
⼈
と
︑
働
き
な
が
ら
信
仰
ば
か
り
や
る
妙
好
⼈
が
ゐ
る
が
︑
学
者
の
は
う
は
霊
性
的
体

験
が
⽋
け
て
い
る
し
︑
妙
好
⼈
は
哲
学
的
思
索
が
⾜
ら
ぬ
︒
こ
の
⼆
つ
の
も
の
が
折
衷
さ
れ
て
こ
そ

本
来
の
霊
性
的
宗
教
と
い
へ
る
の
だ
ら
う
︒
⼀
⼀ 

鈴
⽊
は
﹁
本
来
の
霊
性
的
宗
教
﹂
を
︑
⼤
悲
と
⼤
智
︑
経
験
と
思
索
の
い
ず
れ
か
に
偏
る
こ
と
な
い
︑

﹁
円
転
⾃
在
き
は
ま
り
な
い
と
こ
ろ
﹂
に
み
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
鈴
⽊
に
よ
ç
て
与
え
ら
れ
て
い
た
妙

好
⼈
の
外
的
条
件
は
も
は
や
意
味
を
な
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
円
転
⾃
在
﹂
の
姿
勢
を
起
点
と

し
た
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
に
依
拠
す
れ
ば
︑
現
代
に
お
い
て
妙
好
⼈
の
成
⽴
根
拠
は
未
だ
失
わ
れ
て
い
な
い

と
い
え
る
の
で
あ
る
︒ 
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第
四
項
 

今
後
の
課
題 

 
本
論
稿
を
終
え
る
に
あ
た
ç
て
残
さ
れ
た
課
題
を
⽰
し
て
お
き
た
い
︒ 

 
七
⾥
と
才
市
以
外
の
妙
好
⼈
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
な
か
ç
た
こ
と
で
あ
る
︒
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
で
は
︑

彼
ら
の
他
に
も
多
数
の
妙
好
⼈
が
⾔
及
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
鈴
⽊
の
才
市
に
対
す
る
関
⼼
が
最
晩
年

に
⾄
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
こ
と
や
︑
両
者
の
⾏
実
が
確
認
で
き
る
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
︑
他
の
妙
好
⼈
を
才
市
や
七
⾥
と
同
様
に
は
扱
え
な
か
ç
た
の
で
あ
る
︒
今
後
の
課
題
は
と
し
て
は
︑

様
々
な
妙
好
⼈
に
つ
い
て
考
察
し
︑
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒

 
 

⼀ 

﹁
他
⼒
宗
の
⻑
所
は
す
な
わ
ち
其
の
他
⼒
性
の
強
調
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
︑
特
に
妙
好
⼈
な
る
⼈
々
は
︑
絶
対

他
⼒
の
温
泉
に
︑
つ
か
り
す
ぎ
︑
ひ
た
り
す
ぎ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
⼗
︑
⼀
三
⼋
︶ 

⼆ 

引
⽤
内
の
括
弧
で
括
ら
れ
た
部
分
は
︑
鈴
⽊
に
よ
る
﹁
⼋
⼋ 

親
の
⼒
を
我
が
⼒
と
す
る
﹂︵
⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼋
⼀
︶
の

引
⽤
で
あ
る
︒
そ
の
典
拠
と
な
る
原
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

The doctrine of identification w
hich is characteristic of all schools of Buddhism

 as distinguished from
 Christianity 

is also taught by the Shin m
ystic: " W

hen the founder tells us to place reliance upon A
m

ida, it m
eans to m

ake his 
pow

er m
y ow

n. It is like a child being carried on the back of its parent. The strength of the latter is the strength 
of the form

er. "

 Suzuki

⼀
九
⼆
五
︑
⼀
⼀
〇 

三 

原
⽂
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒ 

W
hile Shin regards the one w

ho responds to the call of A
m

ida and says " Y
es"  unconditionally, as A

m
ida him

self 
in you, that is, The O

ther standing in opposition to "I " ; Zen m
erges the "I" in The O

ther, and this synthetic m
erging 

form
s the basis for the Zen psychology of affirm

ation. In Zen this consciousness of identification  is read in term
s 

of the enlightened " I", 'w
hereas in Shin The O

ther alw
ays stands out prom

inently and the " I " is considered to have 
been em

braced in the w
holeness of The O

ther. 

 Suzuki 
⼀
九
⼆
五
︑
九
九–

⼀
〇
〇 

四 

坂
東
・
清
⽔
訳
⼆
〇
⼀
五
︑
⼆
三
⼆
︑
こ
の
翻
訳
に
対
応
す
る
原
⽂
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒ 

The Shin faith is based on A
m

ida ' s praṇidhāna, w
hich is sum

m
arised in the 'N

am
u–am

ida–buts '' know
n as m

yōgō 
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( nām
adheya in Sanskrit), m

eaning 'the N
am

e'. The m
yōgō m

ay sound abstract but it is the integrated form
 of 

subject and object, of devotee and A
m

ida, of N
am

u (w
orshiper) and Buddha (the w

orshiped), of ki and hō W
hen 

the m
yōgō is pronounced, the m

ystic identification takes place. 

 Suzuki

⼀
九
五
七
︑
⼀
⼆
七 

五 
坂
東
・
清
⽔
訳
⼆
〇
⼀
五
︑
⼆
三
三
︑
こ
の
翻
訳
に
対
応
す
る
原
⽂
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒ 

A
s soon as the 'N

am
u–am

ida–butsu' is pronounced he as 'N
am

u' ( ki) m
elts into the body of A

m
ida ( hō) w

hich is 
' the ground ' and 'support'. H

e cannot reason it out, but 'H
ere I am

!  '  W
hat has taken place is the identification of 

A
m

ida (hō) and Saichi (ki). 

 Suzuki 

⼀
九
五
七
︑
⼀
⼆
七 

六"identification"
の
類
語
で
あ
る"identity "

の
訳
語
﹁
同
⼀
性
﹂
は
﹁
数
的
同
⼀
性
︵num

erical identification

︶﹂
と
﹁
質

的
同
⼀
性
︵qualitative identification

︶﹂
の
⼆
種
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
︒︵﹃
岩
波
哲
学
思
想
辞
典
﹄
東
京
⁄
岩
波
書
店
︑

⼀
九
九
⼋
︶ 

七 

﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
四
〇 

⼋ 

﹃
全
集
﹄
⼗
⼀
︑
四
四
〇 

九 

松
⽥
⼀
⼋
九
⼆
︑
五
︒
⾦
⾒
⼆
〇
⼆
〇
︑
九
五
は
︑
七
⾥
の
⼥
性
観
に
は
︑
や
や
⼥
性
蔑
視
的
と
も
取
れ
る
考
え
が
あ
r

た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
⾦
⾒
は
︑
七
⾥
の
⼥
性
観
を
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
う
し
た
思
想
を
も
r
て
い

た
に
も
拘
ら
ず
︑
そ
こ
に
は
当
時
の
﹁
現
実
社
会
の
な
か
で
い
か
に
救
済
教
と
し
て
具
現
化
す
べ
き
か
と
い
r
た
恒
順
の
問

題
意
識
が
現
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒ 

⼀
〇
な
お
︑
こ
の
﹁
⾃
由
に
つ
い
て
﹂
は
︑
⼀
九
六
⼀
年
に
﹃
中
外
⽇
報
﹄
に
て
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
︒
鈴
⽊
の
﹃
教
⾏

信
証
﹄
英
訳
事
業
着
⼿
に
つ
い
て
は
︑
前
⽥
⼆
〇
⼀
⼆
︑
⼀
七
六‒

七
七
が
報
告
し
て
い
る
︒
前
⽥
に
よ
れ
ば
︑
鈴
⽊
は
⼋

⼗
九
歳
︵
⼀
九
五
九
︶
年
の
と
き
に
﹃
教
⾏
信
証
﹄﹁
教
巻
﹂﹁
⾏
巻
﹂
の
英
訳
に
着
⼿
し
︑
そ
の
後
︑
同
書
四
巻
の
翻
訳
に

引
き
続
き
︑
お
お
よ
そ
⼀
九
六
⼆
年
に
序
⽂
作
成
を
開
始
し
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
⾃
由
に
つ
い
て
﹂
が
書
か
れ
た
時
期
は
︑
鈴

⽊
が
同
書
の
英
訳
に
着
⼿
し
て
い
る
時
期
と
⼀
致
す
る
の
で
あ
る
︒ 

⼀
⼀ 

﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
︑
⼀
⼆
⼀ 
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第
二
節 

結
語 

 
筆
者
が
鈴
⽊
の
妙
好
⼈
論
を
研
究
し
て
き
た
の
は
︑
あ
る
⼀
つ
の
問
い
を
始
源
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑

妙
好
⼈
は
過
去
の
遺
物
に
等
し
く
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
現
代
に
お
い
て
は
す
で
に
そ
の
意
義
を
失
ç
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
我
々
は
妙
好
⼈
な
る
存
在
に
出
会
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
真
宗
信
仰
に
お
い
て
念
仏
の
教
え
に
⽣
き
た
⼈
た
ち
の
豊
か
な
情
景
に
触
れ
得

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
︒ 

 
本
研
究
は
そ
の
よ
う
な
課
題
の
も
と
に
︑
新
た
な
妙
好
⼈
像
に
迫
り
得
る
視
座
を
提
⽰
す
る
試
み
で
あ

ç
た
︒
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資
料
 

︵
翻
訳
︶
鈴
⽊
⼤
拙
著
﹁
近
代
他
⼒
神
秘
家
の
⾔
葉
 

第
⼀
部
﹂ 

"Sayings of a M
odern Tariki M

ystic."  The Eastern Buddhist , V
ol. 3, N

o. 2, K
yoto: The Eastern 

B
uddhist Society, 1925: 93 –116.

収
録 

 

第
⼀
部 

 
⽇
本
仏
教
は
⼆
種
の
グ
ル
5
プ
︑
﹁
⾃
⼒
﹂
と
﹁
他
⼒
﹂
︑
⾔
い
換
え
れ
ば
﹁
⾃
⼰
の
⼒
﹂
と
﹁
他
者

の
⼒
﹂
に
分
け
ら
れ
る
⼀

︒
⾃
⼒
派
は
個
⼈
的
な
救
済
を
教
義
と
し
て
説
く
の
だ
が
︑
そ
れ
は
道
徳
的
な

純
粋
さ
や
解
脱
⼆

が
解
放
の
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
⼀
⽅
の
他
⼒
派
は
ア
ミ
タ
5
バ
﹇
無
量
光
﹈

仏
の
恩
寵
三

に
対
す
る
絶
対
的
な
信
頼
四

を
説
く
︒
な
ぜ
な
ら
︑
有
限
な
存
在
は
完
全
な
⾃
由
の
状
態
や

聖
者
性
五

の
状
態
に
⾃
分
⾃
⾝
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
他
⼒
信
者
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
︑
そ
れ
ゆ
え
に
仏
の
愛
六

へ
の
無
条
件
か
つ
⼼
か
ら
の
信
仰
で
あ
り
︑
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
阿
弥
陀

の
本
願
︹
九
三
⾴
︑
注
１
︺

の
絶
対
的
な
効
⼒
へ
の
信
仰
で
あ
る
︒
他
⼒
信
者
七

は
︑
道
徳
的
な
⽋
点
だ
ら
け
で

あ
り
︑
⾃
分
で
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
の
悪
い
情
念
︵
煩
悩klésa

︶
を
抱
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑

し
か
し
︑
他
⼒
信
者
の
⼼
が
ア
ミ
タ
5
バ
﹇
無
量
光
﹈
仏
の
慈
悲
深
い
抱
擁
へ
の
喜
び
と
感
謝
で
あ
ふ
れ

て
い
さ
え
す
れ
ば
︑
⽋
点
や
煩
悩
を
⼼
配
す
る
必
要
が
な
い
︒
こ
う
し
た
⼼
は
︑
道
徳
や
知
性
を
超
え
て

お
り
︑
⾃
分
の
道
徳
の
不
完
全
さ
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
道
徳
の
不
完
全
さ
が

再
び
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
る
妨
げ
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ç
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

 
有
限
な
存
在
へ
の
阿
弥
陀
︹
九
三
⾴
︑
注
２
︺

の
愛
と
︑
有
限
な
存
在
の
そ
の
愛
に
対
す
る
絶
対
的
な
確
信
は
︑
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し
ば
し
ば
⺟
と
⼦
の
関
係
に
喩
え
ら
れ
︑
近
年
の
真
宗
学
者
の
⼀
⼈
︹p. 94

︑
原
注

1

︺
に
よ
ç
て
以
下
の
よ
う

に
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
⼋

︒ 
⼀
︑ 

⼦
供
が
全
く
判
断
を
し
な
い
よ
う
に
︑
他
⼒
の
信
者
は
⾃
分
で
決
め
て
か
か
る
︵
﹁
⾃
⼒
﹂
︶
考

え
を
⼿
放
す
べ
き
で
あ
る
︒ 

⼆
︑ 
⼦
供
が
不
純
な
も
の
を
何
も
知
ら
な
い
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
悪
い
考
え
や
⾏
い
か
ら
⽬
を
背
け

る
べ
き
で
あ
る
︒ 

三
︑ 

⼦
供
が
純
粋
な
も
の
を
何
も
知
ら
な
い
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
⾃
分
が
⼤
事
に
す
る
か
も
し
れ
な

い
い
か
な
る
善
い
考
え
に
も
無
意
識
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

四
︑ 

⼦
供
が
⺟
に
何
か
を
す
る
こ
と
で
特
別
な
⾒
返
り
を
求
め
な
い
よ
う
に
︑
他
⼒
に
帰
依
す
る
⼈
は

も
ら
ç
た
も
の
は
報
酬
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
⼿
放
す
べ
き
で
あ
る
︒ 

五
︑ 

⼦
供
が
⾃
分
の
⺟
以
外
の
他
⼈
を
追
い
回
さ
な
い
よ
う
に
︑
他
⼒
に
帰
依
す
る
⼈
は
ま
さ
に
そ
の

阿
弥
陀
以
外
の
他
の
仏
や
菩
薩
を
追
い
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

六
︑ 

⼦
供
が
つ
ね
に
⺟
を
切
望
す
る
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
た
だ
⼀
仏
︑
す
な
わ
ち
無
限
な
光
の
仏
を

思
う
べ
き
で
あ
る
︒ 

七
︑ 

⼦
供
が
⺟
の
記
憶
を
つ
ね
に
⼤
事
に
す
る
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
︑
⼀
仏
︑
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
に

つ
い
て
の
考
え
を
⼤
事
に
す
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

⼋
︑ 

⼦
供
が
⺟
を
求
め
て
⼤
声
で
叫
ぶ
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
阿
弥
陀
の
名
を
念
ず
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

九
︑ 

⼦
供
が
⺟
を
絶
対
的
に
頼
る
こ
と
の
で
き
る
唯
⼀
の
⼈
物
と
し
て
考
え
︑
全
⾯
的
に
⺟
か
ら
の
抱

擁
を
願
う
よ
う
に
︑
他
⼒
信
者
は
た
と
え
危
機
的
状
況
に
あ
ç
た
と
し
て
も
阿
弥
陀
に
よ
る
抱
擁
の

み
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒ 
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⼗
︑ 

他
⼒
信
者
は
︑
阿
弥
陀
︑
つ
ま
り
⼀
仏
の
無
限
の
愛
に
つ
い
て
恐
れ
や
疑
い
は
な
い
︒
阿
弥
陀
の

本
願
は
︑
そ
の
抱
擁
の
う
ち
に
あ
る
い
か
な
る
⽣
き
物
も
⾒
捨
て
な
い
の
で
あ
る
︒
⼀
度
︑
そ
の
光

に
包
ま
れ
る
と
︑
誰
も
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
考
え
を
抱
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
︒ 

少
々
く
ど
い
よ
う
だ
が
︑
上
記
の
も
の
は
真
宗
信
仰
と
は
何
か
︑
ま
た
な
ぜ
真
宗
信
仰
が
﹁
⾃
⼒
﹂
に
対

す
る
﹁
他
⼒
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
か
を
要
約
し
て
い
る
︒
阿
弥
陀
ま
た
は
神
す
な
わ
ち
他
者
九

は
絶
対
的
独

⽴
を
明
ら
か
に
⽰
し
て
独
⼒
で
存
⽴
す
る
⼀
⽅
︑
死
か
ら
免
れ
ず
︑
有
限
で
︑
不
完
全
で
︑
罪
深
く
︑
奈

落
︹
九
五
⾴
︑
注
１
︺
も
し
く
は
果
て
し
な
い
消
滅
に
向
か
う
⼀
切
を
象
徴
す
る
﹁
私
﹂
は
︑
他
者
の
内
に
の
み

﹇
﹁
私
﹂
の
﹈
存
在
す
る
意
味
を
⾒
出
す
の
で
あ
る
︒ 

 

 
七
⾥
恒
順
は
︑
以
下
で
再
録
さ
れ
る
⾔
⾏
録
⼀
〇

の
筆
者
で
︑
他
⼒
の
宗
派
⼀
⼀

に
属
し
て
い
た
︒
七
⾥

は
⽇
本
の
南
⻄
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
る
博
多
に
住
み
︑
⼀
九
〇
〇
年
に
六
⼗
六
歳
で
亡
く
な
ç
た
︒
七

⾥
を
⽀
持
す
る
者
は
⼤
勢
い
て
︑
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
⼈
々
の
間
で
七
⾥
の
宗
教
的
な
影
響
⼀
⼆

は
⼤
き
い

も
の
で
あ
ç
た
︒
泥
棒
が
か
つ
て
七
⾥
の
家
に
押
し
⼊
ç
て
︑
⾦
品
を
渡
せ
と
要
求
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

泥
棒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
慈
悲
に
満
ち
た
阿
弥
陀
の
信
者
が
厚
遇
し
た
や
り
⽅
に
﹇
よ
ç
て
﹈
⼀
三
︑

泥
棒
の
⼼
は
激
し
く
動
か
さ
れ
た
︒
泥
棒
は
の
ち
に
捕
ら
れ
た
と
き
警
察
に
全
て
を
告
⽩
し
︑
そ
し
て
七

⾥
に
出
会
ç
て
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
完
全
に
新
し
い
⼈
間
に
な
ç
た
の
か
を
語
ç
た
⼀
四

︒
七
⾥
は
偉

⼤
な
学
者
で
も
あ
り
︑
か
な
り
多
く
の
学
問
的
な
著
作
を
残
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
我
々
の
関

⼼
は
彼
の
実
践
的
な
信
仰
に
あ
ç
て
︑
⼀
般
に
は
真
宗
の
博
学
な
⾨
徒
と
し
て
位
置
づ
け
る
︑
専
⾨
⽤
語

を
駆
使
し
た
彼
の
学
問
的
論
説
に
は
な
い
︒
こ
の
論
⽂
の
本
節
﹇
本
稿
﹁
第
⼀
部
﹂
﹈
の
以
下
の
引
⽤
は
︑

﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
と
い
う
⼩
さ
い
本
か
ら
基
本
的
に
抜
粋
さ
れ
た
も
の
で
︑
⼀
九
⼀
⼆
年
に
⾚
沼
智
善
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に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
︒
翻
訳
は
︑
第
⼋
版
か
ら
い
く
ら
か
⾃
由
に
﹇
鈴
⽊
が
﹈
⾏
ç
た
も
の
で
あ
る

⼀
五

︒ 
 

 
他
⼒
の
教
説
は
救
済
の
⼿
段
と
し
て
の
﹁
⾃
⼒
﹂
の
効
⼒
を
否
定
す
る
の
で
︑
そ
の
教
説
は
唯
⼀
必
要

な
も
の
と
し
て
の
絶
対
的
な
依
存
の
感
覚
を
⾃
然
に
養
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒
逆
に
︑
信
者
の
主
観
的
な
視

点
か
ら
す
る
と
︑
⾃
⼰
性
に
関
す
る
全
て
の
考
え
を
捨
て
る
こ
と
︑
そ
し
て
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
る
条
件
と
し

て
道
徳
的
な
完
全
さ
を
求
め
な
い
阿
弥
陀
仏
の
無
限
の
愛
で
意
識
を
満
た
す
こ
と
に
よ
ç
て
︑
こ
の
感
覚

は
最
も
よ
く
⼼
に
抱
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
反
省
と
⾃
⼰
批
判
が
混
じ
ç
て
い
な
い
こ
の
単
純
な
信
仰
が
︑

他
⼒
信
者
に
要
求
さ
れ
て
い
る
全
て
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
七
⾥
は
以
下
の
よ
う
に
⾔
う
の
で
あ
る
︒ 

 
﹁
念
仏
︹
九
六
⾴
︑
注
１
︺

が
救
済
へ
の
た
だ
⼀
つ
の
⽅
法
だ
と
理
解
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
︑
﹁
私
は
今
⼤

丈
夫
か
？
も
ç
と
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
？
﹂
と
考
え
て
念
仏
を
た
め
ら
う
が
︑
こ
れ
は
全
く
正
し

く
な
い
の
で
あ
る
︒
⾃
分
の
業
は
﹇
今
の
ま
ま
で
は
﹈
必
ず
奈
落
⾏
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
⼗
分
に
確

認
し
た
⽅
が
い
い
︒
こ
れ
を
⼗
分
に
確
認
す
れ
ば
︑
急
い
で
進
み
出
て
阿
弥
陀
の
救
い
の
⼿
を
掴
む
こ
と

以
外
に
何
も
﹇
す
べ
き
こ
と
は
﹈
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
︑
阿
弥
陀
仏
の
浄
⼟
へ
再
び

⽣
ま
れ
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
る
︒
阿
弥
陀
の
機
嫌
を
取
る
⽅
法
や
あ
る
い
は
真
に
阿
弥
陀
に
抱
擁
さ
れ
る

か
ど
う
か
を
考
え
て
︑
⼼
の
う
ち
に
疑
念
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
れ
ら
の
疑
念
は
⾃
我
に
関
わ
る
考

え
を
完
全
に
捨
て
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
る
︒
阿
弥
陀
の
恩
恵
へ
⾃
分
⾃
⾝
の
⾝
を
任
せ
︑
阿
弥
陀
に

あ
な
た
に
つ
い
て
の
選
択
を
任
せ
よ
︒
す
な
わ
ち
︑
救
わ
れ
る
の
が
全
て
の
罪
が
拭
い
さ
ら
れ
る
後
な
の

か
前
な
の
か
は
阿
弥
陀
の
仕
事
で
あ
り
︑
あ
な
た
の
仕
事
で
は
な
い
⼀
六

﹂
︒ 

﹁
こ
こ
に
盲
⽬
の
男
が
い
て
︑
⼭
道
に
沿
ç
て
進
ん
で
い
る
︒
彼
は
川
に
架
か
る
丸
太
の
橋
を
渡
る
と
こ
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ろ
で
あ
る
︒
男
は
︑
⾃
分
に
⾃
信
が
あ
る
の
で
︑
杖
を
突
い
て
ま
ç
す
ぐ
に
前
へ
歩
い
て
い
る
︒
彼
が
途

中
ま
で
来
た
と
き
に
︑
そ
の
橋
が
ひ
ç
く
り
返
る
︒
す
ぐ
さ
ま
杖
を
投
げ
捨
て
て
︑
盲
⽬
の
男
は
両
⼿
で

そ
の
丸
太
に
掴
ま
る
︒
今
に
も
急
流
に
落
下
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
と
︑
結
果
と
し
て
確
実
に
命
を
落

と
す
こ
と
は
彼
を
ひ
ど
く
怯
え
さ
せ
る
︒
こ
の
と
き
た
ま
た
ま
船
に
乗
ç
た
慈
悲
深
い
男
が
︑
そ
の
可
哀

想
な
盲
⽬
の
旅
⼈
を
受
け
⽌
め
よ
う
と
橋
の
真
下
で
待
ち
構
え
て
い
る
︒
﹁
離
せ
！
﹂
﹁
丸
太
を
掴
む
の

を
離
せ
︑
こ
こ
で
つ
か
ま
え
る
準
備
は
で
き
て
い
る
！
﹂
と
船
乗
り
は
叫
ぶ
︒
け
れ
ど
も
︑
盲
⽬
の
男
は

船
乗
り
に
⽿
を
貸
す
こ
と
を
拒
み
﹁
で
き
な
い
！
も
し
掴
む
の
を
離
し
た
ら
︑
私
は
確
実
に
急
流
に
押
し

流
さ
れ
て
し
ま
う
﹂
と
⾔
う
︒
そ
の
船
乗
り
は
屈
せ
ず
降
り
て
く
る
よ
う
に
盲
⽬
の
男
を
説
得
す
る
︒
ま

だ
決
め
ら
れ
ず
に
た
め
ら
い
な
が
ら
︑
盲
⽬
の
男
は
⽚
⼿
を
離
そ
う
と
す
る
︒
結
局
︑
し
び
れ
を
き
ら
せ

た
船
乗
り
は
︑
私
が
す
る
よ
う
に
⾔
う
こ
と
を
し
な
い
の
な
ら
︑
も
う
邪
魔
は
し
な
い
と
盲
⽬
の
男
に
伝

え
る
︒
こ
れ
以
上
な
い
絶
望
の
中
で
︑
ど
ち
ら
に
し
て
も
確
実
に
死
ぬ
と
考
え
て
︑
盲
⽬
の
男
は
丸
太
か

ら
両
⼿
を
離
す
︒
そ
し
て
︑
最
⾼
に
嬉
し
い
こ
と
に
彼
は
船
の
中
で
⾃
分
は
安
全
で
⼼
地
い
い
と
い
う
こ

と
に
気
づ
く
︒ 

 
同
様
に
︑
阿
弥
陀
の
⼀
本
道
へ
⾄
る
ま
で
︑
⼈
々
は
最
初
に
⼀
つ
の
神
か
ら
他
の
神
へ
︑
﹁
⾃
⼒
﹂
と

い
う
杖
で
道
を
無
駄
に
探
り
な
が
ら
さ
ま
よ
う
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
し
つ
こ
く
こ
の
道
に
踏
み
留
ま
り
︑

そ
こ
か
ら
離
れ
る
の
を
拒
む
︒
阿
弥
陀
は
真
下
で
本
願
と
い
う
船
で
待
ち
構
え
︑
⾃
⾝
に
彼
ら
を
受
け
⼊

れ
る
準
備
が
で
き
て
い
て
︑
⾃
分
の
恩
恵
に
向
か
ç
て
彼
ら
⾃
⾝
を
明
け
渡
せ
と
⾔
う
︒
し
か
し
︑
彼
ら

は
念
仏
に
し
が
み
つ
き
︑
そ
の
効
⼒
を
信
じ
て
い
る
︒
念
仏
そ
れ
⾃
体
が
彼
ら
の
救
済
と
は
何
も
関
係
が

な
い
と
再
び
⾔
わ
れ
て
も
︑
⼈
は
信
仰
を
も
ç
て
い
る
と
い
う
考
え
に
⽬
下
し
が
み
つ
く
︒
こ
れ
は
⽚
⼿

で
丸
太
の
橋
を
掴
む
よ
う
な
も
の
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
⾃
分
を
正
当
化
す
る
最
後
の
⽷
さ
え
も
切
れ
る
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と
き
︑
彼
ら
は
間
違
い
な
く
本
願
と
い
う
船
で
護
ら
れ
︑
阿
弥
陀
の
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
る
こ
と
が
確
約
さ
れ

る
︒
そ
の
と
き
︑
彼
ら
は
完
全
な
く
つ
ろ
ぎ
と
名
状
し
が
た
い
幸
福
の
感
じ
を
抱
く
の
で
あ
る
⼀
七

﹂
︒ 

 
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
他
⼒
神
秘
家
に
よ
れ
ば
︑
本
当
に
信
じ
る
と
は
︑
阿
弥
陀
を
完
全
に
頼
る
こ
と
︑
遠

慮
な
く
無
条
件
に
受
け
⼊
れ
る
こ
と
︑
⾃
⼰
性
や
⾃
⼰
決
定
と
い
う
考
え
の
全
て
を
捨
て
る
こ
と
を
意
味

す
る
︒
よ
り
専
⾨
的
に
表
現
す
れ
ば
︑
信
じ
る
こ
と
は
︑
阿
弥
陀
の
本
願
に
関
し
て
︑
わ
ず
か
な
疑
い
も

持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
本
願
は
︑
我
々
が
阿
弥
陀
の
永
遠
⾄
福
の
国
へ
⽣
ま
れ
る
こ
と
を
最
も
明

確
に
保
証
し
て
い
る
︒
い
か
な
る
条
件
も
つ
け
ず
︑
阿
弥
陀
は
い
か
な
る
⾃
⼰
犠
牲
や
利
益
構
築
の
た
め

の
実
践
を
も
我
々
に
期
待
し
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
信
仰
が
⼀
度
確
⽴
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
我
々
の
⽣

命
は
完
全
に
阿
弥
陀
の
⾃
由
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
あ
た
か
も
︑
我
々
の
所
有
物
全
て
を
阿
弥
陀

の
⼿
に
委
ね
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
⼿
は
︑
阿
弥
陀
が
最
も
良
い
と
思
う
⽅
法
で
そ
れ
﹇
所
有
物

全
て
﹈
を
分
配
す
る
の
で
あ
る
︒
我
々
が
必
要
と
す
る
も
の
を
阿
弥
陀
か
ら
受
け
取
り
︑
阿
弥
陀
に
も

我
々
⾃
⾝
に
も
完
全
に
満
⾜
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
他
⼒
信
仰
の
究
極
的
な
意
味
が
あ
る
︒ 

 
神
学
的
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
他
⼒
信
仰
と
は
決
定
的
な
対
⽴
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑

⼼
理
学
的
に
は
︑
他
⼒
仏
教
徒
は
︑
ド
イ
ツ
⼈
神
秘
家
の
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ル
シ
√
テ
5
ゲ
ン
⼀
⼋

に
よ

ç
て
な
さ
れ
た
説
教
の
⼀
つ
か
ら
以
下
で
引
⽤
す
る
全
て
を
た
め
ら
い
も
な
く
⼼
か
ら
認
め
る
と
私
は
考

え
た
い
︒
専
⾨
⽤
語
で
さ
え
︑
こ
の
や
り
⽅
で
は
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
テ
ル
シ
√
テ
5
ゲ
ン
は
⾔

う
︒
﹁
何
に
も
信
頼
を
置
く
な
︒
あ
な
た
⾃
⾝
の
⼼
︑
あ
な
た
の
勇
気
︑
あ
な
た
の
強
さ
︑
あ
な
た
の
知

性
︑
あ
な
た
の
美
徳
︑
そ
し
て
あ
な
た
の
誠
実
さ
の
ど
れ
に
も
︒
た
だ
︑
私
の
よ
う
に
︑
⺟
か
ら
の
世
話

が
な
け
れ
ば
死
ぬ
に
ち
が
い
な
い
⼩
さ
な
⼦
供
の
よ
う
で
あ
り
な
さ
い
︒
そ
れ
は
︑
⺟
か
ら
の
世
話
が
な

け
れ
ば
死
ぬ
に
ち
が
い
な
い
︒
我
々
の
も
の
全
て
は
無
価
値
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
の
全
て
は
無
償
の
恩
寵
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で
あ
る
︒
そ
の
恩
寵
は
︑
我
々
は
ど
の
瞬
間
に
も
待
ち
受
け
︑
受
け
取
ç
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
我
々
の
慈
悲
深
い
あ
が
な
い
主
を
信
じ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
も
ç
と
も
み
じ
め
な
者

が
無
償
の
恩
寵
と
い
う
⽴
場
で
︑
あ
が
な
い
主
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
︒
⼼
か
ら
彼
の
好
意
や
友
情
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
絶
え
間
な
く
彼
に
祈
る
こ
と
が
で
き
る
︒
⼦
と
し
て
彼
を
頼
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
し
て
︑
彼
に
全
て
を
⼤
胆
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
︒
あ
あ
︑
彼
は
誠
実
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
彼

は
我
々
の
う
ち
に
︑
さ
ら
に
我
々
を
通
し
て
︑
⼈
間
や
い
か
な
る
死
す
べ
き
者
も
⾃
発
的
に
成
し
遂
げ
る

こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
実
⾏
す
る
の
だ
⼀
九

﹂
︒ 

 

 
他
⼒
に
帰
依
す
る
⼈
々
が
こ
の
よ
う
に
し
て
阿
弥
陀
へ
向
か
う
と
き
︑
絶
対
的
な
依
存
の
感
情
の
み
な

ら
ず
︑
彼
ら
が
陥
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
困
難
や
情
欲
や
道
徳
の
不
完
全
さ
も
伴
ç
て
い
る
︒
な
ん
で
あ

れ
阿
弥
陀
が
好
む
⽅
法
で
︑
と
り
は
か
ら
ç
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
最
も
利
⼰
的
で
な
い
信
仰
で
︑

他
⼒
に
帰
依
す
る
⼈
々
は
⾃
分
⾃
⾝
︑
⾝
体
と
魂
を
主
の
⾜
元
へ
投
地
し
て
き
た
の
だ
︒
阿
弥
陀
か
ら
や

ç
て
く
る
も
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
は
全
て
を
受
け
⼊
れ
る
︒
他
⼒
学
派
の
祖
で
あ
る
親
鸞
に
よ
れ
ば
︑
彼

は
阿
弥
陀
へ
の
信
仰
の
た
め
に
地
獄
に
⾏
く
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
か
ç
た
⼆
〇

︒
肯
定
︑
す
な
わ
ち
﹁
永

遠
の
イ
エ
ス
﹂
が
他
⼒
信
者
の
⽣
活
の
特
徴
な
の
で
あ
る
︒ 

 
世
界
に
対
す
る
こ
の
﹁
イ
エ
ス
﹂
の
態
度
︑
善
悪
︑
苦
楽
の
全
て
を
受
け
⼊
れ
︑
そ
し
て
﹁
永
遠
の
相

の
下
に
﹂
⼆
⼀
⽣
活
を
眺
め
る
態
度
は
︑
あ
ら
ゆ
る
真
の
神
秘
家
の
性
質
の
⼀
つ
で
あ
る
︒
我
々
は
︑
同

じ
⼀
般
的
な
⼼
の
態
度
を
七
⾥
語
録
の
う
ち
に
読
み
取
る
︒
七
⾥
は
こ
の
よ
う
に
い
う
︒
﹁
阿
弥
陀
か
ら

の
呼
び
か
け
を
き
く
こ
と
︑
も
し
く
は
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
る
こ
と
は
︑
究
極
的
に
は
︑
こ
の
⼀
語
︑

す
な
わ
ち
返
答
の
﹁
は
い
﹂
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
﹂
︒
⼆
⼆

﹁
﹁
で
も
﹂
と
い
う
な
︑
そ
し
て
慈
愛
に
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満
ち
た
阿
弥
陀
の
抱
擁
か
ら
逃
げ
る
な
⼆
三

﹂
︒
さ
ら
に
い
う
︑
﹁
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
︑
信
頼
を
置

く
こ
と
は
︑
あ
な
た
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
同
意
す
る
理
解
と
う
な
ず
き
を
意
味
す
る
︒
そ
し
て
︑

こ
こ
に
は
い
か
な
る
考
え
や
反
省
や
熟
考
も
な
い
︒
そ
の
呼
び
声
を
聞
く
や
い
な
や
︑
﹁
は
い
︑
⾏
き
ま

す
﹂
と
い
ç
て
た
だ
ち
に
応
じ
る
の
だ
︒
他
⼒
の
教
え
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
以
上
何
も
求
め
ら
れ
な
い
︒

と
い
う
の
も
︑
本
願
が
そ
れ
⾃
⾝
で
は
た
ら
く
こ
と
を
我
々
が
ゆ
る
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
⼆
四

﹂
︒

﹁
そ
れ
は
︑
桶
の
中
に
映
る
⽉
の
よ
う
で
あ
る
︒
⽉
を
掴
も
う
と
す
る
と
き
︑
よ
り
激
し
く
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
︑
⽔
は
よ
り
波
⽴
ち
︑
⽉
影
は
よ
り
乱
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
を
放
ç
て
お
く
こ
と
で
︑
満
⽉
は
⽔
⾯
で

穏
や
か
に
輝
く
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
︑
我
々
は
喜
び
を
感
じ
よ
う
と
切
望
し
す
ぎ
る
と
き
︑

こ
の
こ
と
が
そ
れ
⾃
⾝
の
⽬
的
を
挫
折
さ
せ
る
︒
そ
う
し
た
切
望
を
持
た
ず
︑
単
に
本
願
の
は
た
ら
き
を

信
じ
る
の
が
よ
い
︒
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
の
幸
福
に
必
要
な
全
て
の
こ
と
が
お
の
ず
と
つ
い
て
く
る
だ
ろ

う
⼆
五

﹂
︒ 

 
禅
は
︑
仏
教
の
中
の
⾃
⼒
︵
⾃
⼰
の
⼒
︶
側
⼆
六

と
し
て
⼀
般
に
み
な
さ
れ
︑
他
⼒
と
筋
向
か
い
に
位

置
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
両
極
端
は
⼀
致
す
る
︑
な
ぜ
な
ら
禅
は
﹁
は
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
真
宗

と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
は
い
﹂
は
外
界
の
変
幻
⾃
在
な
変
化
に
応
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

南
陽
の
国
師
で
あ
る
慧
忠
⼆
七

が
侍
者
を
呼
ん
だ
と
き
︑
そ
の
侍
者
が
応
じ
た
︒
こ
れ
が
３
度
繰
り
返
さ

れ
︑
弟
⼦
が
禅
の
理
解
に
⽬
覚
め
な
か
ç
た
と
こ
ろ
︑
師
は
⾔
ç
た
︒
﹁
今
ま
で
お
前
に
と
ç
て
私
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
思
ç
て
い
た
が
︑
お
前
が
私
に
と
ç
て
ふ
さ
わ
し
く
な
か
ç
た
の
だ
と
気
づ
い
た
﹂
と
︒

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
は
︑
知
性
的
で
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
禅
が
こ
こ
で
我
々
に
気

づ
か
せ
た
い
こ
と
は
︑
も
ç
と
も
単
純
か
つ
根
本
的
な
形
で
︑
﹁
は
い
﹂
と
い
う
⼼
の
態
度
を
我
々
に
理

解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
点
に
お
い
て
形
⽽
上
学
的
な
違
い
が
禅
と
真
宗
に
あ
る
︒
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真
宗
で
は
︑
阿
弥
陀
の
呼
び
声
に
応
じ
︑
無
条
件
に
﹁
は
い
﹂
と
い
う
者
を
︑
⾃
分
の
内
な
る
阿
弥
陀
そ

れ
⾃
⾝
︑
す
な
わ
ち
﹁
私
﹂
に
対
す
る
他
者
と
み
な
す
︒
⼀
⽅
︑
禅
は
﹁
私
﹂
を
他
者
に
溶
け
込
ま
せ
︑

こ
の
統
合
的
な
融
合
が
禅
的
な
肯
定
の
⼼
理
状
態
の
基
礎
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
︒
禅
に
お
い
て
︑
こ
の

⼀
体
化
の
意
識
は
⽬
覚
め
た
﹁
私
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
解
釈
さ
れ
る
︒
⼀
⽅
︑
真
宗
で
は
他
者
は
つ
ね
に
顕

著
に
際
⽴
ç
て
い
て
︑
そ
し
て
﹁
私
﹂
は
他
者
の
全
体
性
の
内
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
た
が
ç
て
︑
禅
は
知
性
的
な
要
素
に
お
い
て
よ
り
豊
か
で
あ
り
︑
真
宗
で
は
情
緒
的
あ
る
い
は
感
情
的

な
要
素
に
お
い
て
よ
り
豊
か
で
あ
る
︒
孤
⽴
性
が
禅
の
特
徴
の
⼀
つ
で
あ
り
︑
社
交
性
が
真
宗
の
特
徴
の

⼀
つ
で
あ
る
︒ 

 
仏
教
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
学
派
の
キ
リ
ス
ト
教
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
同
⼀
化
の
教
説
は
︑
真
宗

の
神
秘
家
に
よ
ç
て
も
教
え
ら
れ
る
︒
﹁
開
祖
が
阿
弥
陀
に
信
頼
を
置
く
よ
う
に
⾔
う
と
き
︑
そ
れ
は
阿

弥
陀
の
⼒
を
⾃
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
親
に
背
負
わ
れ
て
い
る
⼦
供
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
︒
親
の
強
さ
は
︑
⼦
の
強
さ
で
あ
る
﹂
⼆
⼋

︒
﹁
我
々
が
阿
弥
陀
や
⽣
き
と
し
⽣
け
る
も
の
に

つ
い
て
話
す
と
き
︑
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
ç
た
も
の
の
よ
う
に
⾒
え
る
︒
し
か
し
︑
⼀
つ
の

考
え
に
よ
ç
て
⽣
き
物
た
ち
が
慈
悲
の
⽕
の
中
へ
投
げ
込
ま
れ
る
と
き
︑
彼
ら
は
阿
弥
陀
⾃
⾝
と
で
さ
え

も
⼀
つ
で
あ
る
︒
燃
え
て
い
る
炭
の
よ
う
に
︑
⽕
は
炭
で
あ
り
炭
は
⽕
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
分
離
さ
れ
得

な
い
の
で
あ
る
⼆
九

﹂
︒
さ
ら
に
︑
真
宗
神
秘
家
の
七
⾥
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
﹁
私
が
⼀
千
劫

の
罪
を
も
つ
と
⾔
う
と
き
︑
他
⽅
︑
阿
弥
陀
が
⼀
万
劫
の
徳
と
と
も
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
⾔
ç
て
し
ま
え

ば
︑
こ
れ
ら
の
不
完
全
さ
や
徳―

そ
れ
ら
は
同
時
に
阿
弥
陀
と
あ
な
た
⾃
⾝
の
両
⽅
に
属
し
て
い
る
の
だ
︒

我
々
が
こ
れ
を
理
解
す
る
と
き
︑
絶
対
的
な
⾃
由
の
状
態
が
実
現
す
る
︒
貧
し
い
家
族
に
は
︑
⽗
と
息
⼦

の
両
⽅
が
使
う
上
着
が
⼀
着
し
か
な
い
の
だ
三
〇

﹂
︒
さ
ら
に
い
う
︑
﹁
⼀
握
り
の
雪
を
熱
湯
の
中
に
投
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げ
⼊
れ
る
と
︑
そ
の
⼤
釜
の
中
に
雪
の
痕
跡
は
⾒
え
な
く
な
ç
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
あ
な
た
の

⼼
の
う
ち
に
⾒
い
だ
せ
る
全
て
の
信
仰
︑
全
て
の
喜
び
︑
全
て
の
念
仏
を
本
願
と
い
う
鍋
に
投
げ
⼊
れ
よ
︒

そ
う
す
れ
ば
︑
⼀
体
と
な
ç
た
⽔
の
中
に
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
﹂
︒
三
⼀ 

 
し
か
し
な
が
ら
︑
我
々
が
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
真
宗
信
者
に
と
ç
て
全
て
が
⼀
体
と
な
ç
た
⽔

は
︑
他
者
か
つ
﹁
私
﹂
で
は
な
い
︑
と
い
う
⾔
葉
で
常
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
⽔
で
満
た
さ
れ

た
桶
を
⾒
て
み
な
さ
い
︑
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
深
く
み
え
る
こ
と
か
！
そ
し
て
︑
⽔
晶
が
底
で
ど
れ
ほ
ど
輝

い
て
い
る
こ
と
か
！
し
か
し
︑
⽴
ち
⽌
ま
れ
︑
仏
教
の
他
学
派
が
︑
仏
性
は
私
の
う
ち
に
あ
る
︑
阿
弥
陀

は
観
念
的
産
物
で
あ
る
︑
浄
⼟
が
私
の
⼼
の
内
以
外
に
は
な
い
と
い
う
結
論
三
⼆

に
⾶
び
つ
く
な
︒
実
際

に
は
︑
桶
の
⽔
に
は
深
さ
は
な
い
︑
深
く
み
え
る
の
は
空
の
反
射
で
あ
る
︒
桶
の
底
に
⽔
晶
は
な
い
︑
そ

れ
は
は
る
か
上
⽅
に
輝
く
⽉
の
影
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
真
宗
信
仰
の
祖
師
は
⾔
ç
て
い
る
︒
⽔
が
深
く

み
え
る
の
は
阿
弥
陀
の
慈
悲
と
い
う
計
り
知
れ
な
さ
の
故
で
あ
り
︑
宝
⽯
が
輝
く
の
は
阿
弥
陀
の
仏
性
と

い
う
⽉
光
の
故
で
あ
る
︒
だ
か
ら
私
は
あ
な
た
⽅
に
⾔
う
︑
阿
弥
陀
に
信
頼
を
置
け
と
﹂
︒
三
三 

 

 
こ
の
阿
弥
陀
に
全
て
を
負
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
道
徳
的
無
責
任
さ
を
助
⻑
し
︑
社
会
の
幸
福
と
発

展
に
対
し
て
全
く
無
関
⼼
に
な
る
習
慣
を
つ
く
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
我
々
が
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
宗
教
に
は
通
常
の
経
験
を
超
え
る
活
動
領
域
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
様
々
な
事
実

や
出
来
事
が
宗
教
そ
れ
⾃
体
の
基
準
に
よ
ç
て
判
断
さ
れ
価
値
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
我
々
が
表
⾯
的
に
推
測
す
る
で
あ
ろ
う
単
な
る
受
動
性
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
絶
対
的
な
信

頼
の
実
現
に
⾄
る
前
に
は
︑
内
的
な
苦
悶
を
⼗
分
に
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
⾃
我
意
識
の

最
後
の
限
界
が
⼿
放
さ
れ
る
ま
で
他
⼒
の
実
現
に
は
決
し
て
⾄
ら
な
い
︒
受
動
性
は
極
限
の
奮
闘
と
緊
張
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の
終
わ
り
を
刻
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
緊
張
が
な
け
れ
ば
︑
他
⼒
の
経
験
は
誰
の
霊
的
⽣
活
に
も
起
こ

ら
な
い
︒
エ
ジ
プ
ト
⼈
が
⾔
ç
て
き
た
よ
う
に
︑
﹁
射
⼿
は
﹇
⼸
の
弦
を
﹈
部
分
的
に
は
引
く
こ
と
に
よ

ç
て
︑
部
分
的
に
は
⼿
放
す
こ
と
に
よ
ç
て
標
的
を
打
つ
︒
船
乗
り
は
︑
﹇
綱
を
﹈
部
分
的
に
は
引
く
こ

と
に
よ
ç
て
︑
部
分
的
に
は
⼿
放
す
こ
と
に
よ
ç
て
波
⽌
場
に
着
く
﹂
三
四

︒
⼈
間
の
魂
の
構
造
に
は
︑

⾃
⼰
意
識
や
批
判
的
な
哲
学
に
よ
ç
て
は
た
ら
か
せ
得
な
い
何
か
が
あ
る
︒ 

 
﹁
救
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
あ
な
た
か
ら
逃
げ
て
い
く
阿
弥
陀
の
あ
と
を
追
い
か
け
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
︑
溺
れ
て
い
る
⼈
々
を
船
へ
引
き
上
げ
て
死
か
ら
救
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
船
乗

り
が
溺
れ
て
い
る
あ
な
た
を
助
け
て
や
ろ
う
と
⾔
う
と
き
︑
あ
な
た
は
⾃
分
で
彼
の
元
へ
泳
い
こ
う
と
試

み
る
だ
ろ
う
か
？
あ
な
た
に
そ
れ
ほ
ど
の
強
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
あ
な
た
の
死
が
ど
れ
ほ
ど
確
実
で
︑

他
者
が
ど
れ
ほ
ど
慈
悲
深
い
か
と
い
う
こ
と
を
皆
が
理
解
し
て
い
な
が
ら
︑
ど
う
し
て
た
め
ら
う
の
だ
ろ

う
か
？
こ
の
場
合
︑
あ
な
た
が
で
き
る
唯
⼀
の
こ
と
は
︑
命
を
救
ç
て
く
れ
る
者
が
何
で
あ
れ
︑
あ
な
た

の
幸
福
の
た
め
に
最
も
よ
い
と
知
ç
て
い
る
こ
と
を
す
る
に
任
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
後
ろ
や
前
を
確
認
し

て
︑
念
仏
︑
信
仰
︑
喜
び
の
⼼
の
よ
う
な
使
い
古
し
た
も
の
を
持
ç
て
い
く
必
要
は
な
い
︒
罪
深
い
あ
な

た
の
存
在
の
運
命
と
︑
無
限
な
も
の
︑
す
な
わ
ち
他
者
に
よ
る
無
条
件
の
愛
に
気
づ
く
や
い
な
や
︑
ど
ん

な
形
の
⾃
⼰
主
張
の
痕
跡
も
す
ç
か
り
な
く
な
り
︑
そ
の
救
い
主
の
元
で
︑
あ
な
た
⾃
⾝
︑
⼼
も
魂
も
⼿

放
す
の
で
あ
る
﹂
︒
三
五 

 
⾃
分
の
も
の
全
て
を
⼿
放
し
︑
他
者
に
無
条
件
に
抱
き
つ
く
前
に
は
︑
屈
辱
や
無
⼒
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
屈
辱
や
無
⼒
な
し
に
︑
救
い
は
あ
り
得
な
い
︒
屈
辱
と
は
無
価
値
の
感
覚
よ
り
⽣
じ
︑
無
⼒
と
は

有
限
性
や
限
界
の
意
識
で
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
⾯
で
︑
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
有
限
で
あ
り
制
約
さ
れ
て
い
る

我
々
は
︑
こ
こ
か
ら
抜
け
出
す
⽅
法
︑
⾃
由
の
状
態
を
実
現
す
る
⽅
法
を
知
ら
な
い
︒
徳
性
の
無
限
な
る
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完
全
さ
に
反
省
が
向
け
ら
れ
る
時
︑
す
な
わ
ち
全
て
の
罪
深
さ
が
完
全
に
浄
化
さ
れ
た
⾃
⼰
完
成
の
状
態

に
⾄
る
こ
と
の
不
可
能
さ
に
反
省
が
向
け
ら
れ
る
時
︑
我
々
は
失
望
と
絶
望
の
最
終
段
階
に
置
か
れ
て
い

る
︒
も
し
他
者
が
浄
⼟
に
再
び
⽣
ま
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
純
粋
さ
︑
完
全
さ
︑
強
さ
を
要
求
し
た
と

し
た
ら
︑
⼀
体
全
体
︑
誰
が
救
い
を
望
み
得
た
だ
ろ
う
か
？
全
て
の
⼈
間
︑
我
々
の
誰
も
が
︑
奈
落
へ
⾏

く
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
︑
世
界
は
極
度
な
悲
惨
の
⾕
と
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
他
⼒
神
秘
主
義

の
背
景
が
⾎
と
涙
で
深
く
染
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
︑
絶
対
的
受
動
性
の
教
説
が
無
慈
悲
な
⾃
⼰
批

判
の
醜
い
傷
で
⼤
い
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
我
々
は
確
認
で
き
る
︒
﹁
な
す
が
ま
ま
に
せ
よ
︑

そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
⽔
⾯
ま
で
上
が
ç
て
く
る
﹂
三
六

と
い
う
の
は
︑
⽇
本
の
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
放
棄
は
我
々
が
た
ど
り
着
け
る
最
後
の
⼿
段
で
あ
ç
て
︑
多
く
の
無
駄
な
努
⼒
が
前
も
ç

て
我
々
の
⾃
⼰
救
済
の
た
め
に
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
我
々
は
常
に
﹁
私
﹂
と
結
び
つ
い

て
い
る
も
の
に
次
々
に
し
が
み
つ
き
︑
こ
の
最
後
の
所
有
物
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
⾃

我
意
識
が
取
り
去
ら
れ
︑
全
て
が
脱
ぎ
去
ら
れ
た
状
態
で
阿
弥
陀
へ
⾄
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
︒
最
後

の
所
有
物
と
は
︑
⼿
放
す
こ
と
が
最
も
難
し
い
も
の
で
あ
ç
た
︒
富
︑
名
声
︑
名
誉
︑
そ
し
て
世
間
的
な

楽
し
み
は
捨
て
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
﹁
私
﹂
は
捨
て
た
︑
﹁
私
﹂
は
信
仰
を
持
ç
て
い
る
と
い
う
⾃
我
意

識
あ
る
い
は
⾃
負
⼼
は
︑
い
ま
だ
に
我
々
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
︒
こ
の
﹁
私
﹂
が
い
ま
だ
に
我
々
と
と

も
に
あ
る
限
り
は
︑
我
々
は
⽔
⾯
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
と

い
う
の
は
︑
我
々
は
ま
だ
絶
対
的
受
動
性
の
状
態
に
な
い
︑
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
の
本
願
を
受
け
⼊
れ
る
準

備
が
完
全
に
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
神
秘
家
の
⼤
望
す
る
⼿
放
し
は
︑
決
し
て
簡
単
な
仕
事
で
は

な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
が
⼀
旦
も
ç
と
も
⽣
き
⽣
き
し
た
形
で
起
こ
れ
ば
︑
阿
弥
陀
の
無
量
の
光
が
我
々

の
⼼
の
最
も
暗
い
隅
を
満
た
し
︑
全
て
の
不
完
全
さ
︑
弱
さ
︑
混
乱
は
幾
重
も
の
無
量
光
に
変
わ
る
︒
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﹁
茎
が
燃
え
る
と
き
︑
そ
れ
ら
の
形
が
消
え
る
だ
け
で
な
く
⽕
に
変
わ
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
阿
弥
陀

の
徳
が
我
々
を
満
た
す
と
き
︑
我
々
の
邪
な
情
念
の
茎
が
消
え
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
ら
は
徳
へ
変
換
さ

れ
る
︒
詩
編
三
七

に
は
︑
よ
り
多
く
の
氷
ほ
ど
よ
り
多
く
の
⽔
を
つ
く
る
よ
う
に
︑
よ
り
多
く
の
業
の
障

害
ほ
ど
よ
り
多
く
の
徳
を
つ
く
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
阿
弥
陀
の
徳
に
は
限
り
が
な
く
︑
障
害
を
知
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
三
⼋

﹂
︒ 

 

 
放
棄
が
果
た
さ
れ
る
の
は
︑
終
わ
り
へ
達
し
た
⾏
進
の
進
路
で
我
々
が
急
転
を
な
す
と
き
で
あ
る
︒

我
々
が
探
し
求
め
る
も
の
が
︑
あ
る
⽅
向
に
あ
る
と
信
じ
て
︑
我
々
は
そ
れ
に
向
か
ç
て
地
道
に
努
⼒
を

す
る
︒
我
々
は
終
着
点
に
⾄
る
︒
そ
こ
に
は
︑
さ
ら
に
⾏
く
道
は
な
い
︒
そ
れ
は
⾏
き
⽌
ま
り
で
あ
る
︒

我
々
は
壁
を
叩
く
︒
突
如
︑
後
ろ
を
振
り
返
れ
ば
︑
⾒
よ
！
そ
こ
に
は
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
地
平
線
と
︑

⼈
の
も
ç
と
も
⾃
由
な
動
き
を
も
妨
げ
な
い
広
原
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
他
⼒
神
秘
家
が
ま
る
で
背
負
ç
て

い
た
全
て
の
荷
物
が
阿
弥
陀
の
肩
へ
突
然
移
ç
た
よ
う
に
感
じ
る
︑
ま
さ
に
そ
の
時
な
の
で
あ
る
︒ 

 
あ
る
僧
が
禅
の
師
家
の
と
こ
ろ
へ
や
ç
て
き
て
問
う
た
︑
﹁
私
が
何
も
背
負
ç
て
い
な
い
な
ら
︑
あ
な

た
は
何
と
⾔
う
だ
ろ
う
か
？
﹂
す
る
と
師
家
は
﹁
そ
れ
を
降
ろ
せ
！
﹂
と
⾔
ç
た
︒
﹁
し
か
し
︑
師
よ
︑

私
は
何
も
背
負
ç
て
い
な
い
と
⾔
わ
な
か
ç
た
で
す
か
？
﹂
す
る
と
師
家
は
﹁
も
し
そ
う
な
ら
︑
そ
れ
を

背
負
ç
て
お
け
！
﹂
と
吠
え
た
︒
そ
の
僧
は
個
⼈
的
で
⾃
信
に
満
ち
た
意
志
を
も
つ
⾃
我
か
ら
ま
だ
⾃
由

で
は
な
く
︑
⼿
ぶ
ら
で
広
原
を
歩
い
て
い
な
か
ç
た
︒
何
も
背
負
ç
て
い
な
い
と
彼
が
⾔
ç
た
時
で
さ
え
︑

ま
だ
彼
の
﹁
私
﹂
が
肩
先
に
あ
ç
た
の
を
︑
師
家
の
熟
練
し
た
⽬
に
よ
ç
て
⼀
瞬
に
し
て
看
破
さ
れ
た
の

だ
︒
七
⾥
は
書
い
て
い
る
﹁
あ
る
⽇
︑
唐
時
代
の
禅
の
達
⼈
で
あ
る
古
霊
神
讃
禅
師
三
九

が
⾃
室
で
座
ç

て
い
た
時
︑
障
⼦
を
通
り
抜
け
よ
う
と
す
る
⼀
匹
の
ハ
エ
を
み
た
︒
ハ
エ
は
ブ
ン
ブ
ン
⾶
び
回
り
︑
⼩
さ
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な
⽻
を
猛
烈
に
⽻
ば
た
か
せ
て
い
た
が
︑
無
駄
な
こ
と
で
あ
ç
た
︒
神
讃
禅
師
は
⼀
篇
の
詩
を
詠
ん
だ
︒ 

な
ぜ
汝
は
空
い
て
い
る
⼾
を
抜
け
て
⾶
ん
で
い
か
な
い
の
か
︒ 

汝
は
な
ん
と
ひ
ど
く
奇
妙
な
考
え
を
す
る
も
の
だ
！ 

百
年
に
わ
た
ç
て
︑
古
障
⼦
に
向
か
ç
て
体
当
た
り
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
汝
の
頭
が
通
り
抜
け
る
時
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
︒ 

神
讃
は
こ
こ
で
以
下
の
こ
と
を
⾔
お
う
と
し
て
い
る
︒
⼈
が
先
へ
⾏
く
⼒
に
ど
れ
ほ
ど
⾃
信
を
も
ç
て
い

て
も
︑
そ
れ
は
無
駄
で
あ
る
︒
後
ろ
を
向
い
て
野
原
を
⾒
る
こ
と
が
︑
彼
に
と
ç
て
最
良
な
の
で
あ
る
︒

学
習
︑
記
憶
あ
る
い
は
知
性
は
︑
救
済
に
関
す
る
限
り
は
助
け
と
な
ら
な
い
︒
⾃
⼒
的
な
努
⼒
の
道
を
捨

て
︑
阿
弥
陀
が
本
願
と
無
量
の
愛
を
も
ç
て
あ
な
た
⽅
を
待
つ
他
⼒
の
道
へ
向
き
直
る
の
だ
﹂
四
〇

︒ 

真
宗
の
教
え
の
要
旨
を
ま
と
め
て
い
る
教
理
問
答
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒ 

 

問
î
真
宗
信
仰
と
は
何
で
し
M
う
か
？ 

答
î
全
て
の
信
仰
の
中
で
も
ç
と
も
簡
単
﹇
な
も
の
﹈
で
あ
る
︒
あ
な
た
は
過
去
︑
⼗
年
間
信
仰
の
う
ち

に
い
て
︑
⾃
分
で
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
だ
︒ 

問
î
そ
の
信
仰
を
も
つ
に
は
何
を
す
べ
き
で
し
M
う
か
？ 

答
î
聞
く
こ
と
以
外
に
は
何
も
な
い
︒ 

問
î
ど
の
よ
う
に
聞
く
べ
き
で
し
M
う
か
？ 

答
î
他
者
が
の
ぞ
む
ま
ま
に
︒
語
り
部
の
話
を
聞
く
と
き
︑
あ
な
た
は
た
だ
聞
く
︒
労
⼒
の
全
て
は
語
り

部
の
側
に
あ
る
︒
彼
が
語
る
ま
ま
に
あ
な
た
は
聞
く
︒
聞
く
こ
と
に
特
別
な
⽅
法
は
な
い
︒
あ
な
た
が
聞

き
終
わ
ç
た
時
︑
そ
れ
は
あ
な
た
の
⼼
の
中
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
⼊
ç
た
時
な
の
で
あ
る
︒ 
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問
î
も
し
そ
う
な
ら
︑
聞
く
だ
け
で
⼗
分
で
し
M
う
か
？ 

答
î
は
い
︒ 

問
î
そ
れ
で
も
︑
本
当
に
聞
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
安
が
あ
り
ま
す
︒
私
は
聞
い
た
の
で
し
M
う

か
︑
も
し
く
は
聞
い
て
な
か
ç
た
で
し
M
う
か
？
私
は
こ
れ
を
ど
う
す
べ
き
で
し
M
う
か
？ 

答
î
そ
れ
は
聞
く
こ
と
で
は
な
く
︑
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
考
え
る
こ
と
は
こ
こ
で
必
要
で
は
な
い
︒
信

仰
は
聞
く
こ
と
に
よ
ç
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
捕
ま
る
な
︒
も
し
あ
な
た
が
反
省
し
て
︑
信
仰
を

も
ç
て
い
る
か
ど
う
か
を
⾃
問
し
始
め
れ
ば
︑
あ
な
た
は
阿
弥
陀
に
背
を
向
け
て
い
る
の
だ
︒
四
⼀ 

 

︻
原
注
︼ 

︹
九
三
⾴
︑
注
１
︺ 

サ
ン
ス
ク
リ
“
ト
語
でPūrvapraṇ idhāna

﹇
本
願
の
こ
と
で
あ
る
﹈
︒
阿
弥
陀
仏
に
よ
ç
て
は
る
か
昔

に
本
願
が
⽴
て
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
阿
弥
陀
が
ま
だ
六
波
羅
蜜
を
修
す
る
菩
薩
で
あ
ç
た
と
き
で
あ
る
︒
阿

弥
陀
は
究
極
の
悟
り
を
つ
い
に
実
現
し
︑
仏
に
な
ç
た
︒
真
宗
信
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
﹇
仏
に
な
ç
た
と

い
う
﹈
事
実
は
︑
全
て
の
本
願
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
を
最
も
決
定
的
に
証
明
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は

数
の
上
で
は48

あ
り
︑
も
ç
と
も
重
要
な
も
の
が18

番
⽬
で
︑
こ
れ
は
救
わ
れ
る
こ
と
と
彼
の
⼟
へ
再

び
⽣
ま
れ
る
こ
と
が
︑
⼀
度
で
も
⼼
か
ら
阿
弥
陀
を
思
ç
た
全
て
の
存
在
に
約
束
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
︒ 

︹
九
三
⾴
︑
注
２
︺ 

阿
弥
陀
は
サ
ン
ス
ク
リ
“
ト
語A

m
itābha

の
⽇
本
語
読
み
で
︑
⽂
字
通
り
に
は
﹁
無
限
の
光
﹂
を
意
味

す
る
︒ 
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︹
九
四
⾴
︑
注
１
︺ 

義
導
四
⼆

︒
と
き
に
︑
威
⼒
院
︵1805‒ 1881

︶
と
も
呼
ば
れ
る
︒
﹇
鈴
⽊
に
よ
る
﹈
本
翻
訳
は
彼
が
弟
⼦

に
残
し
た
訓
令
を
⾃
由
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒ 

︹
九
五
⾴
︑
注
１
︺ 

N
araka

あ
る
い
はN

irṛti

四
三

は
仏
教
で
い
う
地
獄
で
あ
る
︒
奈
落
は
︑
多
く
の
区
画
に
分
け
ら
れ
る
四
四

︒

﹇
キ
リ
ス
ト
教
の
﹈
地
獄
と
奈
落
の
主
な
違
い
は
︑
奈
落
で
は
︑
罪
⼈
は
彼
ら
の
業
が
影
響
し
て
い
る
限

り
に
の
み
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
四
五

︒
と
い
う
の
は
︑
彼
ら
の
魂
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
伝
統
的
に
教
え
ら

れ
る
よ
う
に
永
遠
の
苦
し
み
を
運
命
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
︒ 

︹
九
六
⾴
︑
注
１
︺ 

阿
弥
陀
の
名
を
念
じ
る
こ
と
︒

 
 

⼀ 

原
⽂
“'Jiriki

︵
⾃
⼒
︶' and ' Tariki
︵
他
⼒
︶ ' , or 'Self-pow

er ' and 'O
ther- pow

er'"

︵
九
三
︶ 

ロ
Æ
マ
字
表
記
さ
れ
た" Jiriki

︵
⾃
⼒
︶ "
︑"Tariki

︵
他
⼒
︶"

と
︑
そ
の
英
語
訳
で
あ
る"S elf- pow

er"

︑"O
ther -pow

er"

は
同
格
を
⽰
す
接
続
詞"or "

で
繋
が
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
﹁
⾃
⼒
﹂﹁
他
⼒
﹂﹁
⾃
⼰
の
⼒
﹂﹁
他
者
の
⼒
﹂
と
翻
訳
し
た

が
︑
続
く
⽂
に
あ
る"The Self -pow

er  school"
と"The O

ther- pow
er school"

を
﹁
⾃
⼒
派
﹂
と
﹁
他
⼒
派
﹂
と
し
︑"The 

Self-pow
er "

と" The O
ther-pow

er "

を
﹁
⾃
⼒
﹂
と
﹁
他
⼒
﹂
と
翻
訳
す
る
︒ 

⼆ 

原
⽂"em

ancipation" 

︵93

︶
を
﹁
解
脱
﹂
と
し
︑
訳
語
の
決
定
は
佐
藤
⼆
〇
⼆
⼀
︑
⼋
⼀
／
⼆
四
⼆
を
参
照
し
た
︒ 

三 

原
⽂"T he grace of A

m
itabha Buddha"

︑"The grace of A
m

ida"

︑"A
m

ida 's grace"

の
熟
語
は
本
稿
に
お
い
て
頻
出
す

る
︒
こ
れ
を
﹁
ア
ミ
タ
Æ
バ
﹇
無
量
光
﹈
仏
の
恩
寵
﹂
と
し
た
翻
訳
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
翻
訳
し
た
の
は
︑﹁
近
代
他
⼒
神

秘
家
の
⾔
葉
﹂
が
ど
の
よ
う
な
読
者
へ
向
け
て
書
か
か
れ
た
⽂
章
で
あ
る
の
か
と
い
r
た
こ
と
と
関
わ
る
︒
こ
の
英
⽂
論
考

が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌The Eastern Buddhist

の
刊
⾏
機
関
で
あ
るT he Eastern Buddhist Society

︵
東
⽅
仏
教
徒
協
会
︶
の
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設
⽴
⽬
的
は
︑﹁
仏
教
並
び
に
真
宗
教
義
を
欧
⽶
各
国
の
⼈
⼠
に
領
解
せ
し
め
﹂︑﹁
毎
⽉
英
⽂
雑
誌
を
刊
⾏
し
︑
別
に
仏
教

に
関
す
る
単
⾏
本
を
も
発
⾏
し
て
︑
こ
れ
を
欧
⽶
の
図
書
館
を
初
め
有
識
階
級
に
贈
り
て
⼤
に
宣
伝
に
努
む
る
﹂︵
真
宗
⼤

⾕
派
宗
務
所
出
版
部
⼀
九
九
七
a
︑
四
七
三
︑
初
出
は
⼀
九
⼆
⼀
年
五
⽉
七
⽇
発
⾏
の
﹁
宗
報
﹂
第
⼆
三
五
号
︶︒
こ
と
に

あ
r
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
論
考
は
キ
リ
ス
ト
教
⽂
化
圏
の
読
者
を
想
定
し
て
書
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒
た
と
え

ば"the grace of G
od "

を
﹁
神
の
恩
寵
﹂
と
訳
す
よ
う
に
︑
恩
寵
と
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
い
わ
れ
る
神
が
有
限
な
存
在
へ
何
か

を
与
え
る
︑
あ
る
い
は
注
ぐ
と
い
r
た
は
た
ら
き
が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
東
⽅
仏
教
徒
協
会
の
設
⽴
⽬
的
︑
欧
⽶
諸

国
の
読
者
を
想
定
し
て
執
筆
さ
れ
た
経
緯
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
鈴
⽊
は
こ
の
論
考
執
筆
に
あ
た
r
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
ニ

ñ
ア
ン
ス
を
含
む
語
句
を
⽤
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
r
て
︑
こ
こ
で
は"grace "

を
﹁
恩
寵
﹂
と
翻
訳
し
た
︒ 

四 

原
⽂" absolute reliance"
︵93

︶
に
類
似
す
る
語
句
と
し
て
︑" absolute confidence "

︵93

︶
や "absolu te dependence"  

︵95;98;101;112

︶
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
全
て
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
絶
対
的
な
帰
依
を
意
味
す
る
語
句
と
し
て
⽤
い
ら
れ
て

い
る
︒
本
稿
で
は"reliance "
を
﹁
信
頼
﹂︑" confidence"

を
﹁
確
信
﹂︑"dependence "

を
﹁
依
存
﹂
と
訳
し
分
け
る
︒ 

五 

鈴
⽊
は
ウ
T
リ
ア
ム
・
ジ
≠
イ
ム
ズ
の
宗
教
的
体
験
に
関
す
る
⾔
説
に
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
原

⽂
で
あ
る" saintliness"

︵93

︶
は
︑﹁
聖
徳
﹂
桝
⽥
訳
⼀
九
七
〇
︑
⼀
〇–

⼀
⼋
⼀
で
は
﹁
聖
徳
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
塚
本
⼀
九

六
⼋
や
脇
本
⼀
九
六
九
﹁
聖
者
性
﹂
と
翻
訳
す
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
聖
者
性
﹂
を
採
⽤
す
る
︒ 

六 

原
⽂"The love of Buddha"

に
あ
る" love"
を
﹁
愛
﹂
と
翻
訳
す
る
︒SM

TM

に
限
れ
ば
︑
他
に
も " A

m
ida's love " "the 

infinite love of A
m

ida"

と
い
r
た
表
現
が
み
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
を
主
体
と
し
た
﹁
愛
﹂
を
表
す
語
句
で
あ
る
︒

同
様
の
表
現
はSuzuki

⼀
九
⼆
七
に
も
確
認
で
き
る
︒"l ove "

と
は
本
来
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
﹁
愛
﹂
で
あ
ろ

う
︒
本
資
料
﹁
注
三
﹂
で
記
し
た
よ
う
に
︑
鈴
⽊
は
欧
⽶
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
読
者
へ
向
け
て
論
考
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ

る
た
め
︑
こ
こ
で
は
﹁
愛
﹂
と
翻
訳
す
る
︒
な
お
︑
佐
藤
⼆
〇
⼆
⼀
は"the love of A

m
ida "

を
﹁
阿
弥
陀
の
愛
﹂
と
訳
し
て

お
り
︑
佐
藤
の
翻
訳
に
従
う
︒ 

七 

本
稿
に
お
い
て
は
︑﹁
他
⼒
の
信
者
﹂
と
訳
出
し
た
原
⽂
は"the follow

ers of tariki"

︑﹁
他
⼒
信
者
﹂
と
し
た
原
⽂
は

"Tariki follow
er "

︑﹁
他
⼒
に
帰
依
す
る
⼈
﹂
と
し
た
原
⽂
は" the Tariki devote e"

で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
意
味
で
あ
る
が

原
⽂
が
若
⼲
異
な
る
た
め
訳
し
分
け
を
し
た
︒ 

⼋ 

禿
⼀
九
⼀
⼀
︑
⼋
七̶

⼋
九 
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九 

原
⽂"The O

ther"

は
本
稿
に
お
い
て
頻
出
す
る
熟
語
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
︑
鈴
⽊
に
よ
r
て
阿
弥
陀
仏
ま
た
は
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
神
と
同
格
の"or "

で
接
続
さ
れ
て
い
る
︒
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
︑
鈴
⽊
の
い
う
﹁
他
者
﹂
と
は
︑
阿
弥
陀
の
他

⼒
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

⼀
〇 
鈴
⽊
は
第
⼆
部
に
相
当
す
る
箇
所
で
三
⼗
⼋
篇
の
七
⾥
語
録
を
英
語
へ
翻
訳
し
た
︒
第2

部
の
⽇
本
語
訳
に
つ
い
て
は
︑

別
稿
に
ゆ
ず
る
︒ 

⼀
⼀ 

﹁
他
⼒
宗
﹂
と
あ
る
が
︑
七
⾥
は
浄
⼟
真
宗
本
願
寺
派
満
⾏
寺
住
職
で
あ
る
た
め
︑
厳
密
に
い
え
ば
︑
こ
れ
は
浄
⼟
真

宗
を
指
す
︒ 

⼀
⼆
原
⽂"spiritual influence "

︵95

︶
を
﹁
宗
教
的
な
影
響
﹂
と
訳
し
た
︒" spiritual"

に
は
精
神
的
と
宗
教
的
の
意
味
が
あ
る
︒

訳
語
を
決
定
す
る
際
︑
七
⾥
の
周
囲
の
⼈
々
へ
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
r
た
の
か
を
検
討
し
た
︒
濱
⼝
︵
⼀
九
四

⼀
︑
⼆
⼆‒

⼆
九
︶
に
は
︑
七
⾥
が
﹁
要
藉
会
﹂
と
い
う
法
座
会
を
開
催
し
︑
そ
の
会
が
︑
そ
こ
に
集
う
⼈
々
の
信
仰
に
関

す
る
意
⾒
交
換
の
場
で
あ
r
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒﹁
要
藉
会
﹂
と
い
う
法
座
会
が
︑
信
仰
︑
宗
教
に
つ
い
て
語
ら

れ
た
場
で
あ
r
た
こ
と
か
ら
︑
⼈
々
に
対
す
る
七
⾥
の
影
響
は
精
神
的
と
い
う
よ
り
宗
教
的
で
あ
r
た
と
い
え
よ
う
︒
し
た

が
r
て"spiritual"

を
﹁
宗
教
的
﹂
と
翻
訳
す
る
︒ 

⼀
三 

原
⽂"The w

ay how
ever t he intruder w

as treated by the follow
er of the all -m

erciful A
m

ida m
oved him

 greatly"

︵95

︶ 
"the intruder w

as treated"

を
﹁
厚
遇
﹂
と
し
た
背
景
に
は
︑
鈴
⽊
が
取
り
上
げ
た
泥
棒
と
七
⾥
の
エ
ピ
ソ
Æ
ド
の
後
⽇
談
が

あ
る
︒
寺
に
押
し
⼊
r
た
泥
棒
に
対
し
︑
七
⾥
は
賽
銭
箱
の
⾦
銭
を
明
け
渡
す
の
で
あ
る
が
︑
後
に
捕
ら
え
ら
れ
た
泥
棒
を

訴
え
る
こ
と
も
せ
ず
︑
刑
期
を
終
え
た
⽇
に
そ
の
者
を
寺
へ
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
Æ
ド
は
﹁
七
⾥
恒
順
と
盜

賊
﹂
と
し
て
︑
加
藤
⼀
九
⼀
〇
︑
⼀
七‒

⼀
九
︑
丸
⼭
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
五
六‒

⼀
五
九
︑
村
⽥
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
⼋
九‒

⼀
九
三

に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
四 

こ
の
エ
ピ
ソ
Æ
ド
は
︑
加
藤
熊
⼀
郎
︵
⼀
⼋
七
〇–

⼀
九
四
九
︶
の
﹁
七
⾥
恒
順
と
盜
賊
﹂﹃
通
俗
講
話
資
料
集
誌
﹄
第

⼆
巻
第
⼀
輯
︑
丸
⼭
⼩
洋
︵
⼀
⼋
⼋
⼋‒

没
年
不
詳
︶
の
﹁
七
⾥
恒
順
と
盜
賊
﹂﹃
解
脱
の
妙
味
﹄︑
村
⽥
何
休
﹁
七
⾥
恒
順

の
推
量
﹂﹃
修
養
百
話
﹄
で
確
認
で
き
る
︒﹃
通
俗
講
話
資
料
集
誌
﹄
第
⼀
巻
第
四
輯
の
﹁
凡
例
﹂
で
︑
加
藤
は
こ
の
書
を
編

集
す
る
に
あ
た
r
て
は
資
料
収
集
を
友
⼈
に
任
せ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
偉
⼈
訓
語
﹂
の
⾴
を
編
集
す
る
際
︑

そ
の
資
料
収
集
に
は
丸
⼭
が
関
わ
r
て
い
た
と
明
ら
か
に
し
︑
加
藤
と
丸
⼭
は
交
友
関
係
に
あ
r
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒ 
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⼀
五 

原
⽂"the translations "

︵9 5

︶
を
逐
語
的
に
訳
せ
ば
﹁
そ
の
翻
訳
﹂
と
な
る
が
︑﹁
そ
の
﹂
が
⽰
し
て
い
る
の
は
鈴
⽊
に

よ
る
翻
訳
を
意
味
す
る
た
め
︑﹁
翻
訳
は
︑
第
⼋
版
か
ら
い
く
ら
か
⾃
由
に
﹇
鈴
⽊
が
﹈
⾏
r
た
も
の
﹂
と
し
て
︑
語
句
を

補
r
て
翻
訳
し
た
︒ 

⼀
六 
⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
⼆‒

⼀
四
︑﹁
⼀
七 

伺
ひ
⼼
は
わ
る
し
﹂︒ 

⼀
七 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼋
⼋‒

九
〇
︑﹁
九
七 

盲
者
の
⼭
道
﹂︒ 

⼀
⼋

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
テ
ル
シ
ñ
テ
Æ
ゲ
ン
︵G

erhard Tersteegen, 

⼀
六
九
七–

⼀
七
六
九
︶
は
ド
イ
ツ
の
改
⾰
派
の
敬
虔
主
義

者
︑
神
秘
主
義
者
︑
詩
⼈
︑
讃
美
歌
作
者
で
あ
る
︒
メ
Æ
ア
ス
に
⽣
ま
れ
︑
ル
Æ
ル
地
⽅
の
ミ
ñ
Æ
ル
ハ
イ
ム
で
没
し
て
い

る
︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
⼈
名
辞
典
﹄
⽇
本
基
督
教
団
出
版
局
︑
⼀
九
⼋
六
︑
九
四
六
︶︒ 

⼀
九 Tersteegen

⼀
⼋
三
四
︑
⼆
〇
⼀
︒ 

⼆
〇 

親
鸞
の
⾔
葉
が
聞
き
書
き
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
﹃
歎
異
抄
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

念
仏
は
︑
ま
こ
と
に
浄
⼟
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
︑
ま
た
︑
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る

ら
ん
︒
総
じ
て
も
r
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
︒
た
と
い
︑
法
然
聖
⼈
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
︑
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち

た
り
と
も
︑
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
︒
そ
の
ゆ
え
は
︑
⾃
余
の
⾏
も
は
げ
み
て
︑
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る

⾝
が
︑
念
仏
を
も
う
し
て
︑
地
獄
に
も
お
ち
て
そ
う
ら
わ
ば
こ
そ
︑
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
︑
と
い
う
後
悔
も
そ
う

ら
わ
め
︒
い
ず
れ
の
⾏
も
お
よ
び
が
た
き
⾝
な
れ
ば
︑
と
て
も
地
獄
は
⼀
定
す
み
か
ぞ
か
し
︵﹃
真
聖
全
﹄
⼆
︑
七
七

四
︶︒ 

⼆
⼀ 

原
⽂
に
あ
る
ラ
テ
ン
語"Sub Specie aeternitatis " 
︵
九
⼋‒

九
九
︶
は
英
語
で
は" under the aspects of eternity  "

や

"under the form
s of eternity"

と
翻
訳
さ
れ
る
︒Suzuki
⼀
九
五
〇
に
よ
る
と
︑
こ
れ
はBaruch D

e Spinoza

︵
⼀
六
三
⼆–

⼀
六
七
七
︶
の
⾔
葉
で
あ
る
︒
坂
東
・
清
⽔
⼆
〇
⼆
〇
︑
⼀
⼆
六
で
は
同
語
句
が
﹁
永
遠
の
相
の
下
に
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
そ
の
翻
訳
に
従
う
︒ 

⼆
⼆ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
⼆
九
︑﹁
⼀
四
〇 

ア
イ
と
い
ふ
返
事
﹂︒ 

⼆
三 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
⼆
九
︑﹁
⼀
四
⼀ 

け
れ
ど
も
と
逃
げ
る
な
﹂︒ 

⼆
四 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
五
⼆‒

五
三
︑﹁
六
七 

た
ま
も
の
を
呑
み
込
む
也
﹂︒ 

⼆
五 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼆
九‒

三
〇
︑﹁
四
〇 

⽉
影
﹂︒ 
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⼆
六 

原
⽂"end "

に
は
︑﹁
⼀
⽅
の
側
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
﹁
⾃
⼒
側
﹂
と
翻
訳
し
た
︒ 

⼆
七 

慧
忠
︵
六
七
五‒

七
七
五
︶
と
は
中
国
唐
代
の
禅
僧
で
あ
る
︒
こ
の
問
答
は
﹁
国
師
三
喚
﹂
と
呼
ば
れ
︑
慧
忠
と
侍
者
の

問
答
で
あ
る
︒
鈴
⽊
は
こ
の
問
答
を
他
の
箇
所
︵﹃
全
集
﹄
四
⼗
︑
五
四
︶
で
も
引
⽤
し
て
い
る
︒ 

⼆
⼋ 
⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼋
⼀
︑﹁
⼋
⼋ 

親
の
⼒
を
我
が
⼒
と
す
る
﹂︒ 

⼆
九 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
⼀
七
︑﹁
⼀
⼆
六 

炭
団
と
⽕
﹂︒ 

三
〇 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
六‒

⼀
七
︑﹁
⼆
〇 

千
劫
の
罪
咎
︑
萬
劫
の
功
徳
﹂︒ 

三
⼀ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
五
⼀‒

五
⼆
︑﹁
六
六 

⼤
願
海
の
う
ち
に
は
智
慧
の
波
な
し
﹂︒ 

三
⼆ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼆
五
に
は
﹁
唯
⼼
の
弥
陀
︑
⼰
⼼
の
浄
⼟
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
覚
如
著
﹃
改
邪
鈔
﹄
に
あ
る
﹁
⼰

⾝
の
弥
陀
・
唯
⼼
の
浄
⼟
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
唯
⼼
浄
⼟
⼰
⾝
弥
陀
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
天
台
宗
の
僧
・
光
宗
︵
⼀
⼆

七
六–

⼀
三
五
〇
︶
に
よ
る
﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
て
確
認
で
き
る[T76. N

o.2410, 552a5]

︒
し
た
が
r
て
︑
引
⽤
⽂
に
あ
る

﹁
仏
教
の
他
学
派
﹂
は
天
台
宗
で
あ
る
と
い
え
る
︒﹁
唯
⼼
浄
⼟
⼰
⾝
弥
陀
﹂
と
同
様
の
記
述
は
親
鸞
の
著
作
に
は
確
認
で

き
ず
︑
そ
こ
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

三
三 

⾚
沼
⼀
九
⼆
五
︑
⼆
五
︑﹁
三
四 
唯
⼼
の
弥
陀
︑
⼰
⼼
の
浄
⼟
﹂︒ 

三
四 

﹃
松
∑
岡
⽂
庫
洋
書
⽬
録
﹄︵
松
∑
岡
⽂
庫
︑
⼆
〇
〇
⼋
︑
⼀
五
四
︶
に
は" The psychology of religious m

ysticism
, 

Legan Paul, Trench, Trubner, 1925 "

と
の
記
載
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
⼼
理
学
者
で
あ
るJam

es H
. Leuba

︵
⼀
⼋
六
⼋–

⼀
九
四
六
︶
の
著
作
で
あ
り
︑
鈴
⽊
が
こ
の
図
書
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
︒Leuba

⼀
九
⼆
五
︑

⼆
四
六
に
も
同
様
の
引
⽤
箇
所
が
確
認
で
き
︑
そ
の
引
⽤
に
付
さ
れ
た
注
に
は"From

 the instructions of Ptah H
otep to his 

son. Q
uoted by H

ocking in The M
eaning of G

od in H
um

an Experience, p. 419." 

と
あ
る
︒
こ
れ
はW

illiam
 E. H

ocking

︵
⼀
⼋
七
三‒

⼀
九
六
六
︶
に
よ
るThe M

eaning of G
od in H

um
an Experience

か
ら
の
引
⽤
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

︵H
ocking

⼀
九
⼀
⼆
︑
四
⼀
九
︶︒
な
お
︑
⼤
⾕
⼤
学
図
書
館
に
は
請
求
番
号
﹁B/00686

﹂
と
し
てLeuba

の

The 
psychology of religious m

ysticism

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
図
書
に
は
鈴
⽊
が
引
⽤
し
た
箇
所
と
⼀
致
す
る
部
分
に
下

線
が
引
か
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
は
︑
こ
の
図
書
は
鈴
⽊
を
経
由
し
て
購
⼊
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
⼤
⾕
⼤
学
図
書
館
に
残
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
鈴
⽊
の
閲
覧
し
た
図
書
が
⼤
⾕
⼤
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
︒ 

三
五 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
⼀
〇
七–

⼀
〇
⼋
︑﹁
⼀
⼀
⼋ 

助
け
給
へ
と
は
後
よ
り
す
が
り
つ
く
こ
と
に
⾮
ず
﹂︒ 
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三
六 

こ
の
こ
と
わ
ざ
に
類
似
す
る
表
現
と
し
て
﹁
⾶
び
込
む
そ
の
⼒
で
浮
き
上
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
⼗
九
︑
⼀
七
⼀
︶
や
﹁
古
池

へ
⾶
び
込
む
そ
の
⼒
で
浮
か
び
出
た
蛙
﹂︵﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
︑
⼆
〇
〇
︶
で
も
み
ら
れ
る
が
︑
典
拠
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
︒ 

三
七 
原
⽂" Psalm

s" (Suzuki

⼀
九
⼆
五
︑
⼀
〇
三
︶
は
﹃
旧
約
聖
書
﹄
に
あ
る
神
へ
の
讃
美
歌
や
詩
篇
を
意
味
す
る
︒
し
か

し
︑
七
⾥
が
﹃
旧
約
聖
書
﹄
を
引
⽤
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
こ
こ
は
︑
鈴
⽊
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
語
句
を
⽤
い
て
七
⾥
語

録
か
ら
の
引
⽤
を
英
語
翻
訳
し
た
箇
所
で
あ
る
と
考
え
る
︒
楠
訳
⼀
九
五
〇
b
︑
⼀
五
七
に
よ
れ
ば
︑﹁﹃
和
讃
﹄
に
︑
氷
と

⽔
の
如
く
に
て
︑
氷
多
き
に
⽔
多
し
︑
障
多
き
に
徳
多
し
﹂
と
あ
る
︒
鈴
⽊
は
﹃
和
讃
﹄
の
英
語
翻
訳
と
し
て"Psalm

s "

を

⽤
い
た
︒
七
⾥
語
録
の
引
⽤
⽂
中
﹁
氷
と
⽔
の
如
く
に
て
︑
氷
多
き
に
⽔
多
し
︑
障
多
き
に
徳
多
し
﹂
は
﹃
⾼
僧
和
讃
﹄
の

﹁
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る 
こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て 

こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し 

さ
わ
り
お
お
き
に
徳
お
お
し
﹂

︵﹃
真
聖
全
﹄
⼆
︑
五
〇
六
︶
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
親
鸞
は
﹁
経
に
説
き
て
﹁
煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳

の
⽔
と
成
る
﹂
と
⾔
え
る
が
ご
と
し
﹂︵﹃
真
聖
全
﹄
⼆
︑
三
九
︶
と
記
し
︑
ま
た
﹃
往
⽣
要
集
﹄
に
も
類
似
す
る
⽂
⾔

︵﹃
真
聖
全
﹄
⼀
︑
⼋
四
〇–

⼋
四
⼀
︶
を
確
認
で
き
る
が
︑﹁
経
﹂
の
典
拠
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒ 

三
⼋ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
三
四–

三
五
︑﹁
四
六 
氷
多
き
に
⽔
多
し
﹂︒ 

三
九 

神
讃
︵
⽣
没
年
不
明
︶
は
唐
福
州
の
禅
僧
で
︑
百
丈
懐
海
︵
七
四
九‒

⼋
⼀
四
︶
の
⾨
弟
で
あ
r
た
と
い
わ
れ
る
⼈
物
で

あ
る
︒ 

四
〇 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
七
九‒

⼋
⼀
︑﹁
⼋
六 

蝿
﹂︒
元
代
の
梅
屋
念
常
︵
⼀
⼆
⼋
⼆‒

没
年
不
明
︶
に
よ
r
て
編
纂
さ
れ
た

﹃
仏
祖
歴
代
通
載
﹄
に
は
︑
神
讃
禅
師
の
引
⽤
に
類
似
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る[T49. N

o.2036, 628b29–c9]

︒ 

四
⼀ 

⾚
沼
⼀
九
⼀
⼆
︑
五
九–

六
〇
︑﹁
七
⼆ 

信
⼼
問
答
﹂︒ 

四
⼆ 

﹁
威
⼒
院
義
導
﹂
は
︑
滋
賀
県
伊
⾹
郡
七
奈
郷
村
⼤
字
唐
川
︵
現
在
の
滋
賀
県
⻑
浜
市
⾼
⽉
町
唐
川
︶
の
真
宗
⼤
⾕
派

⻑
照
寺
住
職
で
あ
r
た
福
⽥
義
導
︵
⼀
⼋
〇
五‒

⼀
⼋
⼋
⼀
︶
で
あ
る
︒
越
後
︵
現
在
の
新
潟
県
︶
で
⽣
ま
れ
︑
そ
の
後
⼀

⼋
六
九
年
に
滋
賀
県
の
⻑
照
寺
へ
移
り
︑
⼀
⼋
⼋
⼀
年
に
七
⼗
七
歳
で
逝
去
し
︑
院
号
法
名
を
威
⼒
院
と
し
た
︵﹃
真
宗
⼤

辞
典
﹄
三
︑
京
都
⁄
永
⽥
永
昌
堂
︑
⼀
九
七
⼆
︑
⼀
⼋
四
三–

⼀
⼋
四
四
を
参
照
︶︒ 

四
三 D

obbins

⼆
〇
⼀
五
︑
⼆
五
四
に
よ
れ
ば
︑
鈴
⽊
に
よ
る
原
注
の" N

irrti "
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
S
ト
語
で
﹁
地
獄
﹂
を
意
味

す
る"niraya "

の
誤
り
で
あ
r
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒ 
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四
四 

⼋
⼤
地
獄
や
⼗
⼤
地
獄
と
い
う
よ
う
に
︑
地
獄
は
複
数
の
区
画
を
有
す
る
︒ 

四
五 

﹃
漢
訳
対
応
梵
和
辞
典
﹄︵s. v. naraka

︶
に
は
﹁
冥
界
︑
地
界
︑
地
獄
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑naraka

の
英
語
翻
訳
はhell

と
な
る
が
︑
鈴
⽊
は
キ
リ
ス
ト
教
のhell

︑
仏
教
のnaraka

と
い
う
対
応
関
係
を
⽰
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
鈴
⽊
の
意

図
を
汲
み"n araka"

を
﹁
地
獄
﹂
と
せ
ず
﹁
奈
落
﹂
と
し
︑"hell "

を
﹁
地
獄
﹂
と
し
た
︒ 
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︻
参
考
⽂
献
︼
︵
⽇
本
語
タ
イ
ト
ル
は
五
⼗
⾳
順
︑
英
語
タ
イ
ト
ル
は
ア
ル
フ
±
ベ
S
ト
順
︶ 

⾚
沼
編
⼆
〇
〇
〇 

⾚
沼
智
善
著
作
選
集
刊
⾏
会
﹁
七
⾥
⽼
師
語
録
﹂
﹃
⾚
沼
智
善
著
作
選
集 

七
⾥
⽼
師
語
録 

優
婆
尼
沙
⼟
﹄
︑
⽯

川
⁄
⾚
沼
智
善
著
作
選
集
刊
⾏
会
︵
初
出
は
⼀
九
⼀
〇
年
刊
⾏
﹃
七
⾥
⽼
師
語
録
﹄
東
京
⁄
無
我
⼭
房
︶ 

朝
枝
⼀
九
九
⼀ 

朝
枝
善
照
﹃
さ
い
ち
さ
ん
﹄
京
都
⁄
永
⽥
⽂
昌
堂 

安
藤
⼆
〇
⼀
⼋ 

安
藤
礼
⼆
﹃
⼤
拙
﹄
東
京
⁄
講
談
社 

 
 
⼆
〇
⼀
九 

安
藤
礼
⼆
﹁
創
造
的
な
翻
訳
者
・
鈴
⽊
⼤
拙
﹂
﹃K

otoba

︵
特
集 

⽇
本
⼈
と
英
語
︶
﹄
第
三
⼗
五
号
︑
東
京
⁄

集
英
社
︑
四
九–

五
三 

 
 
⼆
〇
⼆
⼆ 

安
藤
礼
⼆
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
の
浄
⼟
論
﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
四
⼗
六
号
︑
東
京
⁄
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
Æ
︵
真
宗
⼤
⾕

派
︶ 

家
永
⼀
九
四
七 

家
永
三
郎
﹃
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

池
⽥
⼆
〇
⼆
⼆ 

池
⽥
向
⼀
﹃
⼤
悲
の
浄
⼟̶

̶

鈴
⽊
⼤
拙
の
浄
⼟
教
観
﹄
⼤
⾕
⼤
学
⼤
学
院
⽂
学
研
究
科
博
⼠
論
⽂
︵
未
刊
⾏
︶ 

磯
部
⼀
九
九
五 
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磯
部
孝
⼦
﹁
仏
教
⽇
曜
学
校
の
成
⽴
と
⼝
演
童
話
活
動
︵
愛
知
の
児
童
⽂
化
に
関
す
る
研
究
︵
そ
の
三
︶
︶
﹂

﹃
⽂
化
科
学
研
究
﹄
六
︵
⼆
︶
︑
七
九–

九
三 

岩
倉
⼀
九
⼋
〇 

岩
倉
政
治
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
先
⽣
の
思
い
出
﹂
﹃
傳
統
と
想
像
﹄
第
⼀
輯
︑
⼤
⾕
⼤
学
広
報
委
員
会 

岩
⽥
⼆
〇
⼀
⼋
a 

岩
⽥
真
美
﹁
幕
末
護
法
論
と
儒
学
ネ
S
ト
ワ
Æ
ク
﹂
︑
﹃
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
幕
末
維
新 

交
錯
す
る
宗
教
世
界
﹄
︑

京
都
⁄
法
藏
館 

 
 
⼆
〇
⼀
⼋
b 

岩
⽥
真
美
﹁
明
治
期
の
妙
好
⼈
伝
と
⼥
性
教
化
﹂
︑
﹃
宗
教
研
究
﹄
九
⼗
⼀
巻
別
冊
︑
⼋
四‒

⼋
五 

桝
⽥
訳
⼀
九
六
九 

ウ
T
リ
ア
ム
・
ジ
≠
イ
ム
ズ
︵
桝
⽥
啓
三
郎
訳
︶
﹁
﹃
宗
教
的
経
験
の
諸
相
︵
下
︶
﹄
東
京
⁄
岩
波
⽂
庫 

⼩
栗
⼀
九
七
五 

⼩
栗
純
⼦
﹃
か
く
れ
念
仏
と
妙
好
⼈ 
⺠
衆
信
仰
の
正
統
と
異
端
﹄
東
京
⁄
講
談
社 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
⼆
〇
〇
⼀ 

⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
編
集
委
員
会
﹃
⼤
⾕
⼤
学
百
年
史
﹄
京
都
⁄
⼤
⾕
⼤
学 

⼤
桑
・
福
島
⼀
九
⼋
三  

⼤
桑
⻫
・
福
島
和
⼈
﹃
⼤
地
の
仏
者
﹄
⽯
川
⁄
能
登
印
刷
株
式
会
社
印
刷
部 

梯
 
⼆
〇
〇
六 

梯
實
圓
﹁
妙
好
⼈
と
は
ど
ん
な
⼈
か
﹂
﹃
⼤
法
輪
﹄
平
成
⼗
⼋
年
七
⽉
号
︑
東
京
⁄
⼤
法
輪
閣
︑
五
七‒

六
⼀ 

楠
・
⾦
光
⼀
九
九
⼀ 
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楠
恭
・
⾦
光
寿
郎
﹃
妙
好
⼈
の
世
界
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

加
藤
⼀
九
⼀
五 

加
藤
熊
⼀
郎
﹁
七
⾥
恒
順
と
盗
賊
﹂
﹃
通
俗
講
話
資
料
集
誌
﹄
第
⼆
巻
第
⼀
輯
︑
東
京
⁄
明
誠
館
︑
⼀
七‒

⼀
九 

⾦
⾒
⼆
〇
⼆
〇 

⾦
⾒
倫
吾
﹁
七
⾥
恒
順
の
慈
善
観
﹂
﹃
眞
宗
研
究 

眞
宗
連
合
學
會
研
究
紀
要
﹄
第
六
⼗
四
輯
︑
⼋
九–

⼀
〇
⼆ 

神
根
⼀
九
⼆
七 

神
根
悊
⽣
﹁
佛
教
⽇
曜
學
校
﹂
﹃
宗
教
々
育
講
座
﹄
第
五
冊
収
録
︑
東
京
⁄
⼤
東
出
版
社
︑
⼀‒

七
四 

菊
藤
⼆
〇
〇
四 

菊
藤
明
道
﹁
妙
好
⼈
に
出
会
r
た
⼈
々̶

̶

鈴
⽊
⼤
拙
・
柳
宗
悦
・
楠
恭̶

̶

﹂
﹃
宗
教
研
究
﹄
七
⼗
七
巻
四
号
︑

⼀
⼀
⼀
四‒

⼀
⼀
⼀
五 

 
 
⼆
〇
⼀
五 

菊
藤
明
道
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
の
妙
好
⼈
へ
の
傾
倒̶

̶

柳
宗
悦
・
楠
恭
と
の
関
わ
り
の
中
で̶

̶

﹂
﹃
宗
教
研
究
﹄
⼋

⼗
⼋
巻
別
冊
︑
三
〇
〇‒

三
〇
⼀ 

 
 
⼆
〇
⼀
六 

菊
藤
明
道
﹃
妙
好
⼈
研
究
集
成
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

 
 
⼆
〇
⼀
七 

菊
藤
明
道
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
の
妙
好
⼈
研
究
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

桐
⽥
⼆
〇
〇
五 

桐
⽥
清
秀
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
研
究
基
礎
資
料
﹄
神
奈
川
⁄
財
団
法
⼈
松
∑
岡
⽂
庫 

 
 
⼆
〇
⼀
⼀ 
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桐
⽥
清
秀
﹃
﹁
⼤
⾕
⼤
学
時
代
の
鈴
⽊
⼤
拙
﹂
﹃
花
園
⼤
学
⽂
学
部
研
究
紀
要
﹄
第
四
三
号
︑
⼀‒

⼆
四 

楠
 
⼀
九
五
〇 

楠
恭
﹁
訳
者
序
﹂
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
京
都
⁄
⼤
⾕
出
版
社 

楠
 
⼀
九
⼋
⼋ 

楠
恭
﹁
⼤
拙
先
⽣
と
私
﹂
﹃
妙
好
⼈
浅
原
才
市
の
歌 

⼆
﹄
︵
﹃
定
本 

妙
好
⼈
浅
原
才
市
の
歌 

全
﹄
所
収
︶
京

都
⁄
法
藏
館
︑
⼀‒

⼀
六 

楠
 
⼀
九
⼋
七 

楠
恭
﹃
妙
好
⼈
隋
聞
﹄
東
京
⁄
光
雲
社 

楠
訳
⼀
九
五
〇
a 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
楠
恭
訳
︶
﹁
仏
教
に
於
け
る
浄
⼟
教
理
の
発
達
﹂
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
に
流
れ
る
も
の
﹄
京
都
⁄
⼤
⾕

出
版
社
︑
六
⼀–

⼀
三
⼋ 

 
 
 
⼀
九
五
〇
b 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
楠
恭
訳
︶
﹁
学
僧
の
⾒
た
真
宗
﹂
﹃
⽇
本
仏
教
の
底
を
流
れ
る
も
の
﹄
京
都
⁄
⼤
⾕
出
版
社
︑
⼀
三

九‒

⼀
七
三 

児
⽟
⼆
〇
〇
九 

児
⽟
識
﹁
近
世
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
研
究
の
経
緯
﹂
﹃
妙
好
⼈
研
究
集
成
﹄
京
都
⁄
法
藏
館
︑
⼆
三
三‒

⼆
六
〇 

酒
井
訳
⼆
〇
⼀
六 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
酒
井
懋
訳
︑
⼩
林
圓
照
監
修
︶
﹃
妙
好
⼈
︑
浅
原
才
市
を
読
み
解
く
⁄
英
⽂
対
訳
﹄
東
京
⁄
ノ
ン
ブ

ル
社 

坂
本
⼀
九
七
五 
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坂
本
弘
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
と
神
秘
思
想
﹂
﹃
⽇
本
佛
教
學
会
年
報
﹄
第
四
⼗
号 

佐
⽵
⼀
九
〇
⼀ 

佐
⽵
智
應
﹃
七
⾥
和
上
法
話
聞
書
﹄
京
都
⁄
顯
道
書
院 

 
 
⼀
九
⼀
⼆ 

佐
⽵
智
應
﹃
浄
⼟
真
宗
七
⾼
僧
七
席
法
話
﹄
京
都
⁄
顯
道
書
院 

清
⽔
⼆
〇
〇
七 

清
⽔
守
拙
﹁
鈴
⽊
⼤
拙̶

̶

そ
の
⾔
葉
と
導
き̶

̶

﹂
﹃
財
団
法
⼈
松
∑
岡
⽂
庫
研
究
年
報
﹄
第
⼆
⼗
⼀
号
︑
五

七‒

六
〇 

清
⽔
⼀
九
⼀
⼆ 

清
⽔
精
⼀
郎
﹃
七
⾥
和
上
遺
芳
﹄
京
都
⁄
興
教
書
院 

真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
⼀
九
九
七
a 

真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
﹃
宗
報
︵
⼗
⼀
︶
﹁
宗
報
﹂
等
機
関
誌
復
刻
版
﹄
⼀
九 

 
 
⼀
九
九
七
b 

真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
出
版
部
﹃
宗
報
︵
⼗
⼆
︶
﹁
宗
報
﹂
等
機
関
誌
復
刻
版
﹄
⼆
⼗ 

新
保
⼀
九
九
⼋ 

新
保
哲
﹁
七
⾥
和
上
に
お
け
る
才
市
の
影
響
﹂
﹃
印
度
學
佛
教
學
研
究
﹄
第
四
七
巻
第
⼀
号
︑
⼆
⼆
⼋‒

⼆
三
⼆ 

末
村
⼆
〇
⼀
五 

 

末
村
正
代
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
の
思
想
に
お
け
る
宗
教
経
験
と
そ
の
現
代
的
意
義
﹄
関
⻄
⼤
学
博
⼠
論
⽂
︵
未
刊
⾏
︶ 

末
村
⼆
〇
⼀
七 

末
村
正
代
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
に
お
け
る
妙
好
⼈
研
究
の
位
置
付
け
﹂
﹃
宗
教
哲
学
研
究
﹄
第
三
⼗
四
巻
︑
七
⼆–

⼋
四 
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⼆
〇
⼀
⼋ 

末
村
正
代
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
の
名
号
観̶

̶

⼀
遍
か
ら
妙
好
⼈
へ
﹂
﹃
⻄
⽥
哲
学
会
年
報
﹄
⼗
五
巻
︑
⼀
⼀
〇–

⼀
⼆

五 
鈴
⽊
⼀
九
六
⼀ 

鈴
⽊
⼤
拙
﹁
⽇
本
仏
教
﹂
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
選
集
﹄
追
巻
⼀
︑
東
京
⁄
春
秋
社 

 
 
⼀
九
六
七 

鈴
⽊
⼤
拙
編
﹃
妙
好
⼈ 

浅
原
才
市
集
﹄
東
京
⁄
春
秋
社 

 
 
⼆
〇
⼀
三 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
酒
井
懋
訳
︶
﹁
妙
好
⼈
︑
浅
原
才
市
を
読
み
解
く
︵
⽇
本
語
訳
︶
﹂
﹃
財
団
法
⼈
松
∑
岡
⽂
庫
研
究

年
報
﹄
第
⼆
⼗
七
号
︑
⼀‒

四
⼆ 

グ
レ
イ
ス
⼆
〇
⼀
五 

ス
テ
フ
±
ン
・P

・
グ
レ
イ
ス
﹃
鈴
⽊
⼤
拙
の
研
究̶

̶

現
代
﹁
⽇
本
﹂
仏
教
の
⾃
⼰
意
識
と
そ
の
﹁
⻄
洋
﹂
に

対
す
る
表
現̶
̶

﹄
駒
沢
⼤
学
⼤
学
院
⼈
⽂
科
学
研
究
科
博
⼠
論
⽂
︵
未
刊
⾏
︶ 

佐
藤
⼀
九
六
六 

佐
藤
平
﹁
⼤
⾏̶

̶

晩
年
の
先
⽣
の
仕
事
を
お
⼿
伝
い
し
て̶

̶

﹂
﹃
⼤
法
輪
﹄
三
⼗
三
巻
九
号
︑
東
京
⁄
⼤
法

輪
閣
︑
⼀
三
四‒

⼀
三
七 

佐
藤
⼀
九
⼋
三 

佐
藤
平
﹁
解
説
⼤
拙
先
⽣
の
真
宗
観
﹂
鈴
⽊
⼤
拙
﹃
真
宗
⼊
⾨
﹄
京
都
⁄
法
藏
館
︑
⼀
三
三‒

⼀
五
⼆ 

佐
藤
⼆
〇
〇
七 

佐
藤
平
顕
明
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
の
ま
こ
と̶

̶

そ
の
⼀
貫
し
た
戦
争
否
認
を
通
し
て̶

̶

﹂
﹃
財
団
法
⼈
松
∑
岡
⽂
庫
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研
究
年
報
﹄
第
⼆
⼗
⼀
号
︑
⼀–

五
六 

佐
藤
訳
⼀
九
⼋
三 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
佐
藤
平
訳
︶
﹃
真
宗
⼊
⾨
﹄
東
京
⁄
春
秋
社 

佐
藤
訳
⼆
〇
⼆
⼀ 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
佐
藤
平
顕
明
訳
︶
﹃
真
宗
と
は
何
か
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

⾼
⽊
⼀
九
九
⼀ 

⾼
⽊
雪
雄
﹃
才
市
同
⾏̶

̶

才
市
の
⽣
涯
と
周
縁
の
⼈
々̶

̶

﹄
東
京
⁄
永
⽥
永
昌
堂 

⾼
橋
⼆
〇
〇
⼀ 

⾼
橋
和
夫
﹁
⽉
報
 
鈴
⽊
⼤
拙
と
ス
ウ
≠
Æ
デ
ン
ボ
ル
グ
﹂
︑
﹃
全
集
﹄
⼆
⼗
三 

嵩
 
⼆
〇
⼀
六 

嵩
宣
也
﹁
真
宗
に
お
け
る
英
語
翻
訳
の
研
究 ̶

̶

鈴
⽊
⼤
拙
英
訳
を
中
⼼
に̶

̶

﹂
﹃
⿓
⾕
⼤
学
⼤
学
院
⽂
学

研
究
科
紀
要
﹄
三
⼗
⼋
集
︑
⼀
七–
三
⼋ 

⽴
川
⼀
九
九
四 

 

⽴
川
武
蔵
﹃
中
論
の
思
想
﹄
京
都
⁄
法
藏
館 

⽥
鍋
⼆
〇
⼀
九 

⽥
鍋
隆
男
﹁
博
多
萬
⾏
寺
七
⾥
恒
順
師
の
元
寇
紀
念
碑
建
設
運
動
﹂
﹃
⼈
間
⽂
化
研
究
所
年
報
﹄
第
三
⼗
号
︑
四

五‒

六
⼀ 

⾕
⼝
⼆
〇
⼀
九 

⾕
⼝
愛
沙
﹁
近
世
﹃
妙
好
⼈
伝
﹄
に
お
け
る
信
仰
に
つ
い
て
の
⼀
考
察̶

̶

象
王
編
﹃
続
妙
好
⼈
伝
﹄
を
中
⼼
に

̶
̶

﹂
﹃
印
度
學
佛
教
學
研
究
﹄
第
六
七
巻
第
⼆
号
︑
⼀
〇
九‒
⼀
⼀
⼆ 
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⾕
⼝
⼆
〇
⼆
⼀ 

 

⾕
⼝
愛
沙
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
と
七
⾥
恒
順
﹂
﹃
真
宗
⽂
化
﹄
三
⼗
号
︑
⼆
三‒

四
五 

⾕
⼝
⼆
〇
⼆
⼀ 

⾕
⼝
愛
沙
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
の
真
宗
理
解
に
お
け
る
他
⼒
神
秘
家
と
妙
好
⼈
﹂
﹃
⼤
⾕
⼤
学
⼤
学
院
紀
要
﹄
第
三
⼗
⼋

号
︑
⼋
⼀‒

⼀
〇
六 

⾕
⼝
他
⼆
〇
⼆
⼆ 

⾕
⼝
愛
沙
・
中
⻄
⿇
⼀
⼦
・
林
研
﹁
︿
研
究
ノ
Æ
ト
﹀
鈴
⽊
⼤
拙
著
﹁
近
代
他
⼒
神
秘
家
の
⾔
葉
﹂
翻
訳
・
訳
注

︵
⼀
︶
﹂
﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
Æ
﹄
第
⼀
⼀
五
号
︑
⼋
九‒

⼀
⼀
四 

⽥
村
⼆
〇
⼀
七 

⽥
村
晃
徳
﹁
動
き
出
す
⼤
悲̶
̶

"The O
riginal Prayer "

に
つ
い
て
の
⼀
考
察̶

̶

﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
三
⼗
六

号
︑
⼆
五
四‒

⼆
⼆
九 

鶴
岡
⼆
〇
⼀
七 

鶴
岡
賀
雄
﹁
﹁
神
秘
主
義
﹂
概
念
の
歴
史
と
現
状
﹂
﹃
東
京
⼤
学
宗
教
学
年
報
﹄
三
四
号
︑
⼀–

⼆
四 

禿
⼀
九
⼀
⼀ 

禿
義
峰
﹃
安
⼼
⼩
話
﹄
無
我
⼭
房
︑
⼋
七–
⼋
九 

名
和
⼆
〇
⼀
⼋ 

名
和
達
宣
﹁
⼭
辺
習
学
・
⾚
沼
智
善
﹃
教
⾏
信
証
講
義
﹄
再
考̶

̶

﹁
教
⾏
信
証
﹂
の
近
代
﹂
発
掘
を
⽬
指
し
て

—
—

﹂
︑
﹃
近
現
代
﹃
教
⾏
信
証
﹄
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
≠
ク
ト
研
究
紀
要
﹄
東
京
⁄
真
宗
⼤
⾕
派
親
鸞
仏
教
セ
ン

タ
Æ
︑
五
⼀‒

六
⼋ 

 
 
⼆
〇
⼆
〇 
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名
和
達
宣
﹁
⻄
⽥
幾
多
郎
・
鈴
⽊
⼤
拙
と
真
宗̶

̶

⽣
誕150

年
に
際
し
て
﹂
︑
﹃
同
朋
﹄
第
七
⼗
⼆
巻
第
⼗
⼆

号
︑
京
都
⁄
真
宗
⼤
⾕
派
宗
務
所
︑
⼆
五‒

⼆
七 

野
々
村
⼀
九
⼆
三 

野
々
村
直
太
郎
﹃
浄
⼟
教
批
判
﹄
東
京
⁄
中
外
出
版 

パ
イ
⼆
〇
⼀
七 

マ
イ
ケ
ル
・
パ
イ
﹁Suzuki D

aisetsu's Presentation of B
uddhism

 to the W
est

﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
︵
鈴
⽊
⼤
拙

没
後50
年
記
念
特
集
︶
﹄
第
三
⼗
六
号
︑ 

東
京
⁄
真
宗
⼤
⾕
派
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
Æ
︑
⼆
⼆
六
︵
⼆
九
︶–

⼀

九
九
︵
五
六
︶ 

蓮
沼
⼆
〇
⼆
〇 

蓮
沼
直
應
﹃
鈴
⽊
⼤
拙—
—

そ
の
思
想
構
造
﹄
東
京
⁄
春
秋
社 

⽻
塚
⼆
〇
〇
⼋ 

⽻
塚
⾼
照
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
訳
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
訳
注
︵
⼀
︶
﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
⼗
六
号
︑
東
京
⁄
真
宗
⼤
⾕
派

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
Æ
︑
⼆
七
⼋‒
⼆
四
三 

 
 
⼆
〇
〇
九 

⽻
塚
⾼
照
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
訳
﹁
正
信
念
仏
偈
﹂
訳
注
︵
⼆
︶
﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
⼗
⼋
号
︑
東
京
⁄
真
宗
⼤
⾕
派

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
Æ
︑
⼆
五
四–

⼀
⼋
⼋ 

 
 
⼆
〇
⼀
⼆ 

⽻
塚
⾼
照
﹁
鈴
⽊
⼤
拙
訳
﹃
教
⾏
信
証
﹄
再
版
に
寄
せ
て
﹂
﹃
現
代
と
親
鸞
﹄
第
⼆
⼗
四
号
︑
東
京
⁄
真
宗
⼤
⾕

派
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
Æ
︑
⼆
⼋
三‒

⼆
七
五 

浜
⼝
⼀
九
⼀
⼆ 
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浜
⼝
恵
璋
編
﹃
七
⾥
和
上
⾔
⾏
録
﹄
東
京
⁄
興
教
書
院 

 
 
⼀
九
五
五 

浜
⼝
恵
璋
編
﹃
真
宗
名
説
選
集 

七
⾥
恒
順
法
話
集
﹄
︵
原
述
者
七
⾥
恒
順
︑
編
集
者
浜
⼝
恵
璋
︶
京
都
⁄
百
華

苑 
伴
 
⼆
〇
⼀
六 

伴
勝
代
﹁
公
益
財
団
法
⼈
松
∑
岡
⽂
庫 

⼤
拙
先
⽣
九
⼗
六
年
の
歩
み
を
顧
み
て
︵
そ
の
⼆
︶
﹂
﹃
財
団
法
⼈
松
∑
岡

⽂
庫
研
究
年
報
﹄
第
三
⼗
号
︑
⼀
⼀
⼀‒

⼀
七
四 

坂
東
⼀
九
九
三 

坂
東
性
純
﹁
鈴
⽊
⼤
拙̶

̶

霊
性
と
浄
⼟
教̶

̶

﹂
﹃
浄
⼟
教
の
思
想 

鈴
⽊
⼤
拙 

曽
我
量
深 

⾦
⼦
⼤
栄
﹄
東

京
⁄
講
談
社
︑
三‒
⼀
⼆
六 

坂
東
・
清
⽔
訳
⼆
〇
⼆
〇 

鈴
⽊
⼤
拙
︵
坂
東
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