
『三
帖
和
讃
』
 に
お
け
る
作
者
と
語

り
手
に

つ
い
て

 

広
 

小
 

路
 

直
 

人

 

一
 
は
じ

め
に

 

平
安
時
代
に
作
成
さ
れ
た
古
和
讃
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
興
隆
を

経
て
、
鎌
倉
時
代
に
も
和
讃
の
一
時
代
が
築
か
れ
た
。
鎌
倉
時
代

に
成
立
し
た
和
讃
は
、
主
に
親
驚
の
手
に
よ
る
真
宗
系
の
和
讃
と
、
 

一
遍
ら
に
よ
る
時
衆
系
の
和
讃
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
和
讃
の
内
容
や
表
現
は
易
し
く
、
幅
広
く
人
々
に
愛
唱
さ
れ
た

と
い
わ
れ
る
。
 

そ
の
わ
か
り
や
す
さ

・
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
 

仮
名
法
語
や
書
簡
、
和
語
に
よ
る
注
釈
書
な
ど
、
和
語
で
易
し
く

書
か
れ
た
散
文
形
式
の
も
の
と
同
様
に
と
ら
え
ら
れ
る
面
も
あ
る
。
 

親
驚
の
場
合
、
和
讃
と
い
う
言
葉
に

「
ヤ
ワ
ラ
ゲ
ホ
メ
」
と
説
明

し
て
い
る
こ
と
が
、

「
浄土
和
讃
」
専
修
寺
蔵
本

の
 「
現
世
ノ
利

益
和
讃
」
 に
添
え
ら
れ
た
左
注
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

一
方
「
唯
  

信
抄
文
意
」
 や
『

一
念
多
念

文
意
」
 で
は
、
「
カ
な
か

の
ひ
と
 

A
‘、

の
文
字
の
こ
、
ろ
も
し
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
愚
疫
き
わ
ま
り

 

な
き
ゆ
へ
に
、
や
す
く
こ

、
ろ
え
さ
せ
む
と
て
、
お
な
じ
こ
と
を

 

①
 

と
り
か

へ
し
ノ
、
か
き
つ
け
た
り
。
」
と
記
す
。
わ
か
り
や
す
く

 

説
明
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

し
か
し
親
驚
の
和
讃
は
難
解
な
も
の
が
多
い
と
も
い
わ
れ
る
。
 

作
者
が
念
頭
に
お
い
た
和
讃
の
受
容
対
象
は
他
の
仮
名
で
書
か
れ

た
も
の
と
は
違
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
「
お
な
じ
こ
と
を
、
と
り
か

え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
散
文
で
情

報
量
を
豊
富
に
盛
り
込
め
る
も
の
と
、
複
数
に
わ
た
っ
て
内
容
の

ま
と
ま
り
は
あ
る
も
の
の
基
本
は
四
句
独
立
形
式
で
短
詩
型
の
和

讃
と
い
う
、
形
式
か
ら
制
限
さ
れ
る
情
報
量
の
多
少
と
い
う
こ
と

は
影
響
あ
る
だ
ろ
う
。
で
あ
る
な
ら
限
定
さ
れ
省
略
さ
れ
た
部
分

に
何
か
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
自
ら

e
』
1
ロ
葉
で
書
か
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れ

（
語
ら
れ）
た
、
つ
ま
り
い
わ

ゆ
る
作
者
と
語
り
手
が

一
体
化

し
て
お
り
、
受
け
取
る
側
も
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
仮
名
法
語
・

書
簡
類
と
、
そ
れ
ら
に
比
べ
る
な
ら
作
者
を
離
れ
、
聞
き
手
が
自

ら
も
歌
い
、
人
か
ら
人
へ
と
歌
い
継
が
れ
広
ま
っ
て
い
く
傾
向
に

あ
っ
た
和
讃
、
と
い
う
よ
う
な
違
い
と
い
っ
た
点
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
親
驚
の
和
讃
に
お
け
る
語
り
口
、
と
り
わ
け
作
者
と
語
り
手

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

一
一
 『三
帖
和
讃
」
作
者
と
語
り
手
の
関
係

 

一
一
ー
一
 
『
浄土
和
讃
」
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
と
曇
驚
「
讃
阿

弥
陀
仏
偶
」
 

「
浄土
和
讃
」
は
、
「讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
 

4
8
 

首

・
「
浄土
和

讃
」
 3
6
 
首

（
大経
意
 2
2
 
首
 
観
経
意
9
首
 
阿
弥
陀
経
意
5
首
）
・
「
諸

経
意
弥
陀
仏
和
讃
」
9
首

・
「
現
世の
利
益

和
讃
」
 

1
5
 

首

・
「首
楊

厳
経
に
よ
り
て
大
勢
確
和
讃
し
た
て
ま
つ
る
」
8
首
、
以

H
e和

讃
群
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
中
心
と
な
る
の
は
 
「
浄土
和
讃
」
 で
あ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
冒
頭
に
位
置
し
首
数
の
最
も
多
い
 
「
讃
阿
弥

陀
仏
偶
和
讃
」
を
、
原
拠
と
し

て
い
る
曇
驚
の
 
「讃
阿
弥
陀
仏

偶
」
も
交
え
考
察
し
た
い
。
 

作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に

「曇
鷺
法
師
作
」
「
愚
禿
親
驚
作
」
と
明

記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
和
讃
本
文
に
お
い
て
は
誰
が
  

ど
の
よ
う
な
視
点
で
語
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
原
拠

 

と
な
っ
た
 
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
」
は
、

「
現在
西
方
去
此
界
 
十
菖

 

③
 

億
利
安
楽
土
 
悌
世
尊
競
阿
蒲
陀
 
我
願
往
生
蹄
命
程
」
と
い
う

 

偶
か
ら
始
ま
る
。
「願
往
生
帰
命
礼
」
と
語
っ
て
い
る
の
は
「
我
」
 

で
あ
り
、
こ
れ
は
即
ち
作
者
で
あ
る
曇
驚
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
形
で
の
「
我
」
は
偶
の
中
に
計
十
ニ
カ
所
見
ら
れ
る
。
全

体
を
通
し
て
作
者
曇
鷺
が
、
阿
弥
陀
仏
や
浄
土
を
描
写
し
褒
め
称

え
、
故
に
私
は
帰
命
し
ま
す
、
と
語
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
 

一
方
、
親
驚
の

「讃
阿
弥
陀
仏
褐
和
讃
」
の
場
合
、
原
拠
に
あ

る
「
我
」
や
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
動
作
の

主
体
を
言
葉
と
し
て
明
確
に
あ
ら
わ
す
か
ど
う
か
は
使
用
言
語
に

由
来
す
る
違
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
親
驚
以
外
の
手
に
よ
る

和
讃
に
お
い
て
も
、
直
接
的
に

「
私
は
ー
す
る
」
と
明
記
す
る
表

現
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
親
鷺
自
身
も
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶

和
讃
」
 に
限
ら
ず
そ
の
よ
う
な
表
現
は
用
い
な
い
。
た
だ
、
直
接

 

的
に
そ
の
よ
う
な
表
現
は
採
ら
な
く
て
も
、
作
者
が
語
り
手
と
し

 

④
 

て
現
れ
て
い
る
和
讃
は
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
和

 

讃
と
比
較
す
る
な
ら
、
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
の
前
後
に

そ
れ

ぞ
れ

「愚
禿
親
鷺
作
」
「
愚
禿
釈
親
驚
作
」
と
は
っ

き
り
記
す
も

の
の
、
和
讃
上
に
語
り
手
と
し
て
の
作
者
が
現
れ
な
い

の
は
、
作
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者
と
語
り
手
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま

た
、
語
り
手
と
し
て
で
は
な
く
て
も
作
者
自
身
を
示
す
ょ
う
な
言

葉
は
な

い
。
聞
き
手
も
自
ら
歌
う
と

い
う
歌
謡
と
し
て
の
和
讃
を

 

考
え
る
な
ら
、
受
け
取
る
側
が
歌
う
と
き
、
本
文
中
に
現
れ
る
一

 

⑤
 

人
称
の
有
無
は
影
響
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

和
讃
上
に
作
者
が
語
り
手
と
し
て
も
そ
う
で
な
く
て
も
明
確
に

現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
に
対
す
る
作
者

親
驚
の
態
度
か
ら
考
え

て
み
た
い
。
「
讃
阿
弥
陀
仏
褐
」
も
「
讃

阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
も
、
浄
土
の
様
子
や
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

に
つ
い
て
讃
嘆
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
人
間
が
描
く
こ

と
に
対
し
て
、
作
者
親
鷺
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
。
 

「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
の
和
讃
部
分
直
前
に
は
、
「
仮使
経

於
百
千
倶
眠
那
由
多
劫
 
以
其
無
量
百
千
倶
服
那
由
多
舌
 

一
々

舌
上
出
無
量
声
讃
 
其
功
徳
亦
不
能
尽
文
」
と
い
う
、
『
称讃
浄

土
教
」
 か
ら
の
引
用
が
あ
る
。
こ
れ
を
元
に

「
浄土
和
讃
」
 「
諸

経
意
弥
陀
仏
和
讃
」
 に
は

「
三
 
百
千
倶
砥
劫
を
へ
て
 
百
千
倶

砥
劫
の
し
た
を
い
だ
し
 
し
た
ご
と
無
量
の
こ
裏
を
し
て
 
弥
陀

を
ほ
め
む
に
な
ほ

つ
き
じ
」
と
い
う
和
讃
が
あ
る
。
「
讃
阿
弥
陀

仏
偶
和
讃
」
 に
も
「
二
七
 
安
楽
仏
土
の
依
正
は
 
法
蔵
願
力
の

な
せ
る
な
り
 
天
上
天
下
に
た
ぐ
ひ
な
し
 
大
心
力
を
帰
命
せ

よ
」
 「
三七
 
自
利
利
他
円
満
し
て
 
帰
命
方
便
巧
荘
厳
 
こ
こ
  

ろ
も
こ
と
ば
も
た
え
た
れ
ば
 
不
可
思
議
尊
を
帰
命
せ
よ
」
「
四

五
 
七
宝
の
宝
池
い
さ
ぎ
よ
く
 
八
功
徳
水
み
ち
み
て
り
 
無
漏

の
依
果
不
思
議
な
り
 
功
徳
裁
を
帰
命
せ
よ
」
な
ど
、
量
的
に
も

質
的
に
も
、
人
間
が
浄
土
の
有
様
す
べ
て
を
正
確
に
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
そ
ん
な
立
場
に
立

つ
事
を
示
す
和
讃
が
あ
る
。
で
は

正
確
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
誰
な
の
か
。
「
浄土
高
僧
和
讃
」
 

「
天
親
菩
薩
」
 に
は
、
「
二
 安
養
浄
土
の
荘
厳
は
 
唯
仏
与
仏

の
知
見
な
り
 
究
寛
せ
る
こ
と
虚
空
に
し
て
 
広
大
に
し
て
辺
際

な
し
」
と
あ
り
、
浄
土
の
荘
議
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た

 

だ
仏
と
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

「
讃
阿弥
陀
仏
偶
和
讃
」
 

⑦
 

に
添
え
ら
れ
て
い
る
左
注
を
見
て
も
、
浄
土
と
こ
の
世
と
は
峻
別

 

さ
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
世
に

位
置
す
る
作
者
の
視
点
か
ら
で
は
見
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な
る
。
 

「
天
上
天
下
に
た
ぐ
ひ
な
し
」
「
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
た
え
た

れ
ば
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
の
立
場
と
し
て
は
、
す
べ

て
を
正
確
に
他
の
人
間
に
伝
え
よ
う
と
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
親
驚
が
浄
土
の
景
観
を
表
現
す
る

と
き
、
少
な
く
と
も
自
身
の
言
葉
で
語
る
こ
と
は
せ
ず
、
原
褐
の

一
部
を
最
小
限
そ
の
ま
ま
切
り
取
っ
て
流
用
す
る
よ
う
な
形
を
と

る
。
ま
た
、
こ
の
世
と
は
峻
別
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
か
ら
、
た
と
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え
ば
曇
驚

「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
」

一
七
首
目
「
安
楽
園
土

諸
馨
聞

皆
光

一
尋
若
流
星
 
菩
薩
光
輪
四
千
里
 
若
秋
満
月
映
紫
金
 
集

悌
法
蔵
馬
衆
生
 
故
我
頂
糧
大
心
海
」
は
、
親
驚
「
讃
阿
弥
陀
仏

偶
和
讃
」
「
一
六
 
十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て
 
如
来

の
法
蔵
あ

つ
め
て
ぞ
 
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る
 
大
心
海
に
帰
命
せ
よ
」
 

の
原
偶
と

い
え
る
が
、
「
若
流
星
」
「
光
輪
四
千
里
」
 「
若秋
満
月

映
紫
金
」
な
ど
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
比
除
を
使
っ
た
り
、
数
値

を
示
し
た
り
な
ど
の
具
体
的
な
表
現
は
削
ら
れ
て
い
る
。
十
八
句

に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
描
写
し
て
い
る
四
二
首
目
を
原
偶
と
し
た

和
讃
は
な

い
。
よ
っ
て
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
が
実
感
的
に
想

像
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
世
の
も

の
で
除
え
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
受
け
取
る
側
が
、
先
入

観
や
こ
れ
ま
で
の
体
験
的
な
思
考
の
枠
組
み
の
中
で
理
解
し
た
り

想
像
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
認
識
す
る
よ
う
に
提
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

作
者
親
鷺
は
、
仏
や
仏
の
働
き
、
浄
土
の
様
子
を
描
写
す
る
に

は
、
人
間
の
視
点
を
も
っ
て
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。
 

一
方
こ
れ
ら
の
こ
と
を
語
る
「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
 の
語
り
手

の
視
点
は
、
す
べ
て
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
視
点
と
い
え
よ
う
。
 

そ
れ
は
物
語
や
小
説
の
語
り
を
分
析
す
る
際
の
、
「
全知
の
語
り

 

⑧
 

手
一
な
ど
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
描
か
れ
て
い
  

る
の
は
仏
の
世
界
や
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
叫
者
親
鷺
の
作
り
上

げ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
自
己
消
去
的
語
り
手
」
と
い
う
の
が
近

い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
作
者
と
語
り
の
主
体
が
切
り
離
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
讃
に
表
さ
れ
た
も
の
自
身
に
語
ら
せ
て

い
る
と
い
っ
た
方
が
適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
 

従
来
の
浄
土
教
系
の
古
和
讃
と
比
べ
て
も
、
直
接
的
に
仏
世
界

を
語
っ
た
り
、
仏
の
働
き
を
描
写
す
る
面
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
。
 

千
観
作
と
さ
れ
る
「
極
楽
国
弥
陀
和
讃
」
が
あ
る
。
「裟
婆
世
界

ノ
西
ノ
方
 
十
万
億
ノ
国
ス
ギ
テ
 
浄
土
ハ
ア
リ
ッ
極
楽
界
 
悌

ハ
井
マ
ス
弥
陀
尊
」
と
始
ま
り
、
極
楽
浄
土
の
景
観
を
目
の
当
た

り
に
見
る
か
の
よ
う
に
そ
の
情
景
が
描
か
れ

て
い
く
。
そ
の
後
 

「
誓
ハ
四
十
八
大
願
 
心
一
子
ノ
大
慈
悲
ハ
 
十
悪
五
逆
誇
法
等

極
重
最
下
ノ
罪
人
モ
 

ー
タ
ビ
南
無
ト
唱
フ
レ
バ
 
引
接
サ
ダ
メ

テ
疑
ハ
ズ
」
と
あ
っ
た
後
、
「
浄土
十
方
ォ
ホ

ケ
レ
ド
 
極
楽

ワ

レ
ラ
縁
フ
カ
シ
 
仏
三
世

ニ
在
セ
ド
 
弥
陀

ハ
我
等
ニ
契
ア
リ
」
 

以
降

「
ワ
レ
ラ
」
 「
我
等
」
 「
我
身
」
 と
い
う
m
lロ葉
が
そ
れ
ぞ
れ

一
・
四
・
ー
カ
所
現
れ
る
。
作
者
は
語
り
手
と
し
て
も
仏
に
救
わ

れ
る
立
場
と
し
て
も
現
れ
、
極
楽
浄
土
と
作
者

・
聞
き
手
を
含
め

た

「
我
々
」
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
。
 

親
驚
は

「信
」
が
大
切
だ
と
説
く
が
、
従
来
人
間
の
側
か
ら
の

能
動
的
行
為
と
さ
れ
て
き
た
そ
れ
も
自
ら
の
力
で
得
る
も
の
で
は
 



な
く
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
そ
な
わ
さ
せ
て
も

ら
う
の
だ
と
す
る
。
利
他
行
に

つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
も
、
仏
や
仏
の
働
き
を
、
人
間
の
視
点
で
語
っ
て
い
く
こ

と
は
出
来
な
い
と
す
る
立
場
に
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
な

ら
ば
聞
き
手
に
対
し
て
も
作
者

「
愚
禿
釈親
驚
」
が
そ
の
ま
ま
語

り
手
で
は
な
い
と
意
識
さ
せ
る
設
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
方
従
来
か
ら
の
浄
土
教
系
の
和
讃
に
お
い
て
は
、
浄
土
や

仏
を
褒
め
称
え
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
人
々
が
切
実
に
救
い
を

希
求
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
お
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

自
ら
の
凡
具
性
を
見
つ
め
他
力
に
す
が
る
と
い
う
親
鷺
の
立
場
と

は
違
い
、
歌
う
人
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
具
体
的
な
言
葉
で

の
賞
賛
を
連
ね
て
い
く
と
い
う
形
に
な
る
。
よ
っ
て
視
点
が
歌
う

人
と
同
化
し
、
よ
り
仏
を
褒
め
称
え
て

い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
、
 

浄
土
の
す
ば
ら
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
見
る
、
よ
り
人
々
が
身
近

に
感
じ
る
と
い
う
効
果
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
し
み
や
す

い
と
評
さ
れ
る
古
和
讃
と
難
解
と
評
さ
れ
る
親
驚
の
和
讃
の
表
現

に
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
お
け
る
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
 

中
世
和
讃
を
代
表
す
る
も
う
一
方
の
一
遍
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

⑨
 

一
遍
は
、
信
不
信
を
問
わ
な

い
と
い
い
、
自
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と

 

し
て
弟
子
に
他
阿
弥
陀
仏
の
号
を
与
え
た
り
と
、
す
べ
て
が
南
無
  

阿
弥
陀
仏
と
い
う
。
す
で
に
仏
と
同
等
、
あ
る
い
は
仏
そ
の
も
の

と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
を
縦
横
無
尽
に
語
っ
て
い
っ

た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。
「別
願
和
讃
」
に
お
い
て
も
、
自
ら

の
身
の
は
か
な
さ
か
ら
歌
い
始
め
、
「
はづ
か
し
き
」
「
お
し
む
」
 

と
い
っ
た
身
近
な
心
情
を
表
す
言
葉
や
「
眼
」
「
耳
」
「
香
」
「
味
」
 

な
ど
肉
体
的
感
覚
と
関
わ
る
言
葉
を
織
り
込
み
つ
つ
、
仏
の
教
え

と
人
間
に
つ
い
て
、
名
号
の
は
た
ら
き
に

つ
い
て
語
っ
て
い
く
。
 

そ
れ
と
と
も
に
最
後
に
来
迎
の
様
子
を
視
覚
的
に
示
し
て
締
め
く

く
る
構
図
は
、

こ
れ
を
聞
き
歌
う
人
々
を
含
め
、
作
者

（
語
り

手
）
と
仏
の
世
界
や
は
た
ら
き
と
の
間
に
距
離
感
を
感
じ
さ
せ
な

い
。
言
葉
や
論
理
で
自
ら
の
あ
り
方
を
照
ら
し
出
す
よ
り
、
皆
が

南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
だ
と
再
確
認
で
き
る
感
覚
の
共
有
こ
そ

が
、
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

「
讃
阿弥
陀
仏
偶
和
讃
」
で
は
、
冒
頭
に

「
称讃
浄
土
経
言
」
 

「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
日
」
「
十
住
毘
婆
裟
論
日
」
と
記
し
、
和
讃
本

文
で
も
 
「と

（
ぞ）
の
べ
た
ま
ふ
」
 「
と
な
づ
け
た
り
」
 と
い
う

表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
か

つ
て
は

受
け
取
る
側
（
聞
き
手
・
読
み
手
）
であ
っ
た
、
あ
る
い
は
語
り
手

で
あ
る
と
同
時
に
受
け
取
る
側
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ

せ
ら
れ
る
。
そ
の
行
き
つ
く
先
は
、
仏
が
説
い
た
こ
と
、
仏
が
指

し
示
し
た
も
の
と
な
る
。
語
り
手
と
し
て
の
作
者
親
驚
は
透
明
化
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あ
る
い
は
括
弧
に
く
く
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
浄
土
と
い
う
の
は
人

間
の
考
え
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
浄土

 

和
讃
」
 に
収
め
ら
れ
た
他
の
和
讃
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
と

 

⑩
 

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
親
鷺
の
真
蹟
書
簡
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の

 

に
、
下
野
国
高
田
の
慶
信
と
い
う
人
物
が
親
驚
に
宛
て
た
も
の
を
、
 

親
鷺
が
加
筆
訂
正
し
て
返
信
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
慶
信

の
記
し
た
「
和
讃
に
も
」
と
い
う
部
分
に
、
親
鷺
が

「
華
厳
経
を

引
て
浄
土
和
讃
に
も
」
と
い
う
よ
う
に
加
筆
し
て
い
る
。
あ
え
て

こ
の
よ
う
に
正
す
こ
と
か
ら
も
作
者
自
身
が
個
人
の
思
想
に
つ
い

て
作
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
態
度
が
伺
わ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
、っ
か
。
 

一
一ー
一
一
 『
浄土
高
僧
和
讃
」
「
竜
樹
菩
薩
」
 

「
浄土
高
僧
和
讃
」
 は
七
高
僧
を
讃
嘆
し

た
和
讃
で
あ
る
。
 

「
竜樹
菩
薩
」
 1
0
 
首

・
「
天
親
菩

薩
」
 

1
0
 

首

・
「曇
驚

和
尚
」
 

3
4
 

首
・
「
道
緯
禅
師
」
7
首
・
「善
導
禅
師

」
 
2
6
 

首
・
「
源
信
大
師
」
 

1
0
 
首

・
「
源
空
聖
人

」
 
2
0
 

首
と

い
う
和
讃
群
か
ら

構
成
さ
れ

る
。
 

こ
こ
で
は
冒
頭
の
「
竜
樹
菩
薩
」
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
 

『
浄土
高
僧
和
讃
」
で
は

「
竜樹
菩
薩
 
付
釈
文
 
十
首
」
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
讃
群
の
前
に

「付
釈
文
」
と
こ
と
  

わ
っ
て
い
る
。
「
浄土
和
讃
」
 が
経
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
る
和

讃
で
あ
る
こ
と

に
対
し
、

「
浄土
高
僧
和
讃
』
は
そ
の
高
僧
た
ち

の
論
釈
を
中
心
と
し
て
制
作
さ
れ
た
和
讃
で
あ
る
。
典
拠
に

つ
い

て
も
、
た
と
え
ば

「
竜樹
菩
薩
」
で
作
者
自
身
が

一
、
八
首
目
に
 

「十
住
毘
婆
沙
論
』
と
「
大
智
度
論
」
の
名
を
挙
げ

て
お
り
、
そ

の
他
に

つ
い
て
も
先
学
の
指
摘
が
あ
る
が
、
『
浄土
和
讃
」
と
同

 

様
に
典
拠
の
表
現
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
第
二
・
三

 

⑩
 

首
目
の
よ
う
に
、
典
拠
の
表
現
に
か
な
り
忠
実
な
和
讃
が
あ
る
一

 

方
で
、
第
一
首
目

の
「
本
師
龍
樹
菩
薩
は
 
智
度
十
住
毘
沙
等

つ
く
り
て
お
ほ
く
西
を
ほ
め
 
す
す
め
て
念
仏
せ
し
め
た
り
」
 の

よ
う
に
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
讃
嘆
す
る
対
象
の
龍
樹
を
ま
と
め

て
表
現
し
た
和
讃
や
、
四
首
目
以
降
の
よ
う
に
、
典
拠
の
表
現
は

生
か
し
な
が
ら
も
、
そ
の
背
景
の
思
想
を
含
め
て
ま
と
め
る
よ
う

な
和
讃
、
も
し
く
は
作
者
の
主
観
的
な
思
い
の
現
れ
と
も
い
え
る

 

叙
述
が

一
部
挿
入
さ
れ

た
和
讃
が
、

「
浄土
和
讃
」
 に
比
べ
る
と

 

⑩
 

よ
り
多
く
な
っ

て
い
る
。
 

『
浄土
高
僧
和
讃
』
全
体
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
高
僧
た
ち
の

行
状
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
こ
と
を
記

す
。
た
だ
高
僧
讃
で
あ
る
も
の
の
、
人
物
そ
の
も
の
を
直
接
的
に

評
価
し
て
褒
め
称
え
る
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
。
讃
嘆
す
る
高
僧

の
著
作
に
基
づ
き
制
作
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
ど
れ
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だ
け
す
ば
ら
し
い
人
で
あ
る
か
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
示

し
て
く
れ
た
す
ば
ら
し
い
内
容
を
示
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て

 

い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
親
驚
以
外
の
手
に
よ
る
高
僧
讃
で
は

 

⑩
 

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
古
和
讃
の

「天
台
大
師
和
讃
」
で

 

は
、
典
拠
を
う
け
て

「
説法
尤
モ
第

ー
ナ
リ
」
と
あ
る
。
同
じ
く

天
台
宗
系
の
和
讃
、

『慈
慧
大
師
和
鄭
 
に
は

「
慈
覚
智
讃
ノ
両

門
ニ
 
顕
密
修
学

ニ
秀
テ
タ
リ
 
高
僧
多
キ
其
中
力
ニ
 
大
師

ニ

過
ギ
タ
ル
人
ハ
無
シ
」
と
い
う
よ
う
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
作
者
廿

語
り
手
と
な
っ
て
、
直
接
的
に
讃
え
る
形
と
な
る
。
ま
た
和
讃
で

は
な
い
が
、
た
と
え
ば

『
梁塵
秘
抄
」
 に

「
龍樹
菩
薩
は
あ
は
れ

な
り
 
南
天
雄
の
鉄
塔
を
 
扉
を
開
き
て
秘
密
教
を
 
金
剛
薩
唾

に
受
け
た
ま
ふ
」
と
い
う
法
文
歌
が
あ
る
。
「
浄土
高
僧
和
讃
」
 

「
竜
樹
菩
薩
」
 に
は
 
「あ
わ
れ
な
り
」
 に
類
す
る
表
現
は
み
ら
れ

な
い
。
「梁
塵
秘
抄
』
 で
は
 
「あ
は
れ
な
り
」
 の
他
に
も
、
仏
菩

薩
や
仏
弟
子
に
対
し
て
 
「
尊
し」
「
頼
も
し
」
と
い
っ
た
言
葉
が

使
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
何
も
な
い
ま
ま
単
に
褒
め
称
え
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
根
拠
を
示
さ
れ
る
こ

と
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
親
鷺
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
 の
場
合
、
そ

の
よ
う
な
昌1
ロ葉
を
付
け
加
え
て
直
接
的
に
讃
嘆
す
る
表
現
は
見
あ

た
ら
な
い
。
高
僧
を
讃
嘆
す
る
仏
教
歌
謡
に
お
い
て
、
作
者
廿
語

り
手
と
な
っ
て
褒
め
称
え
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
な
い
が
、
親
鷺
  

の
場
合
、
直
接
的
に
で
は
な
く
、
他
の
人
を
介
し
て
評
価
さ
れ
る

 

⑩
 

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
的
空
間
的
に
隔
た
っ
た
高
僧
た
ち
は

 

も
と
よ
り
、
実
際
に
出
会
っ
て
い
た
源
空
に
対
し
て
も
で
あ
る
。
 

視
線
は
専
ら
そ
e
高
僧
の
行
っ
た
こ
と
を
客
観
的
に
見
よ
う
と
し
、
 

そ
し
て
説
か
れ
た
内
容
に
注
が
れ
る
。
 

一
方
、
こ
の
よ
う
に
語
り
手
と
し
て
の
作
者
の
存
在
感
は
希
薄

で
あ
る
が
、
た
と
え
ば

「
竜樹
菩
薩
」
 に
お
い
て
「
四
 
竜
樹
大

士
世
に
い
で
て
 
難
易
ふ
た

つ
の
み
ち
を
説
き
 
流
転
輪
廻
の
わ

れ
ら
を
ば
 
弘
誓
の

ふ
ね
に
の
せ
た
ま
ふ
」
 「
七
 
生
死
の
苦
海

ほ
と
り
な
し
 
久
し
く
し
づ
め
る
わ
れ
ら
を
ば
 
弥
陀
の
悲
願
の

 

ふ
ね
の
み
ぞ
 
の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
 

⑩
 

受
け
身
の
立
場
で

「
わ
れ
ら」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
複
数

 

形
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
作
者
と
重
な
り
合
う
一
人
称
の

言
葉
は
、
『
浄土
和
讃
」
 に
収
め
ら
れ
た
和
讃
に
は
見
ら
れ
な

い

も
の
で
あ
る
。
 

「
浄土
高
僧
和
讃
』
は
、
人
間
に
は
す
べ
て
を
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
仏
世
界
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
存
在
し
た
高
僧
た
ち
の
こ

と
を
讃
嘆
す
る
。
よ
っ
て
『
浄
土
和
讃
」
と
比
す
る
な
ら
、
語
り

手
と
し

て
作
者
が
介
入
し

て
く
る
と
い
え
る
。
 一
方
で
 
「
付
釈

文
」
と
い
ち
い
ち
記
し
、
和
讃
本
文
に

「
本
師竜
樹
菩
薩
は
 
大

乗
無
上
の
法
を
説
き
」
「
智
度
論
に
の
た
ま
は
く
」
と
あ
り
、
「
流
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転
輪
廻
の
わ
れ
ら
を
ば
」
 「
久
し
く
し
づ
め
る
わ
れ
ら
を
ば
」
と

あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
高
僧
た
ち
の
論
釈
を
聞
く
、
聞
き
手
と

し
て
の
親
驚
自
身
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
高
僧
た
ち

も
ま
た
、
経
典
や
先
師

の
論
釈
を
聞
く
聞
き
手
と
し
て
の
自
身
を

内
包
し
な
が
ら
語
り
手
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

「
聞く
」
「
語
る
」
 

が
何
層
に
も
重
な
っ
た
m

乱

の
、
最
終
的
な
語
り
の
主
体
は
、
阿

弥
陀
仏
で
あ
る
こ
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ

と
は
和
讃
を
聞
き
、
歌
う
側
に
も
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
「
浄土
高

僧
和
讃
」
の
最
後
に

「
見
写
人者
必
可
唱
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
あ

る
の
も
、
高
僧
そ
の
人
を
崇
め
奉
る
の
で
は
な
く
、
高
僧
た
ち
に

感
謝
し

つ
つ
指
し
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
目
を
向
け
て
い
く
よ
う

に
と
い
う
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

一
一ー
三
 

『正
像
末
法
和
讃
」
「
愚
禿
述
懐
」
 

「浄
土
和
讃
」
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
か
ら

約
十
年
後
に
作
ら
れ

た
と
い
わ
れ
る
「
正
像
末
法
和
讃
」
 に
は
、
正
法
・
像
法
・
末
法

の
三
時
、
と
く
に
末
法
に
お
け
る
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら

き
を
讃
え
る
和
讃
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
正
像
末
法

和
讃
」
 

5
8
 

首

・
「
愚
禿
述

懐
」
 

2
2
 

首

・
「
愚
禿悲
歎
述

懐
」
 

1
1
 

首
の
中
で
数
は

少
な
い
も
の
の
、
親
鷺
が
末
法
の
世
の
悲
し
み
を
嘆
く
「
愚
禿
悲

歎
述
懐
」
は
人

々
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。
作
者
の
心
情
が
表
に
  

現
れ

て
い
る
と
い
う
そ

の
叙
述
の

方
法
は
、

「
浄土
和
讃
」
 や
 

「
浄土
1
0
同
僧
和
讃
」
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
和
讃

や
時
衆
系
の
和
讃
に
近
い
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
内
容
は
流
麗
な

言
葉
で
詠
嘆
を
綴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
嘆
き
の
心
情
が
強
く
表

れ
て
お
り
、
作
者
親
鷺
の
個
性
が
際
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
 「
愚
禿

悲
歎
述
懐
」
 の
和
讃
を
中
心
に
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
 

『
正像
末
法
和
讃
」
冒
頭
に
は
、
ま
ず

「
般
舟
三
昧
行
道
往
生

 

⑩
 

讃
日
」
と
し
て
引
文
が
あ
り
、
「
浄土
和
讃
」
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
 

と
同
様
の
制
作
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
直
後

に

「
康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
夜
、
寅
時
夢
土
旦
云
」
と
し
て

「
弥

陀
の
本
願
信
ず
べ
し
 
本
願
信
ず
る
人
は
み
な
 
摂
取
不
捨
の
利

 

益
に
て
 
無
上
覚
を
ば
さ
と
る
な
り
」
と
い
う
和
讃
が
お
か
れ
て

 

⑩
 

い
る
c

い
わ
ゆ
る
曲タ
生
口和
讃
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
く
夢
と

い

 

う
こ
と
に

つ
い
て
の
解
釈
は
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
基
本
的
に

経
典

や
そ
の
論
釈
に

依
拠
す
る
「
浄
土
和
讃
」
 

「
浄土
高
僧
和
讃
」
と
、
「夢
告
云
」
と
前
書
き
し

た
和
讃
を
頭

に
お
く
「
正
像
末
和
讃
」
は
和
讃
制
作
態
度
に
少
し
異
な
る
点
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

さ
て

『
正
像
末法
和
讃
」
は
、
正
法

・
像
法
・
末
法
の
時
代
に

渡
る
と
は
い
え
、
多
く
は
末
法
の
時
代
を
舞
台
と
し

て
い
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
作
者
自
身
が
実
際
に
生
き
た
時
代
で
あ
る
。
末
法
 

m
 



に
お
け
る
世
の
有
様
を
歌
っ
た
和
讃
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
作

者
が
直
接
に
見
聞
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
九
 僧
ぞ
法
師
と
い

ふ
御
名
は
 
た
ふ
と
き
こ
と
と
き
き
し
か
ど
 
堤
婆
五
邪
の
法
に

似
て
 
い
や
し
き
も
の
に
な
づ
け
た
り
」
 の
 「
しか
」
と
い
う
直

接
経
験
の
助
動
詞
が
示
す
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
経
験
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。
 

「
浄土
高
僧
和
讃
」
 で
は

「わ
れ
ら
」
と
い
う
作
者
を
含
ん
だ

複
数
形

の

一
人
称
に
注
目
し

た
。
「正
像
末
法
和
讃
」
「
愚禿
述

懐
」
で
は
、

「
一
 浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
 
真
実
の
心
は
あ

り
が
た
し
 
虚
仮
不
実
の
こ
の
身
に

て
 
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な

し
」
 「
四
 
無
漸
無
塊
の
こ

の
身
に
て
 
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な

 

け
れ
ど
も
 
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
 
功
徳
は
十
方
に
み
ち

 

⑩
 

た
ま
ふ
」
と
、
「
こ
の
身
」
と

い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
。
こ
れ

 

ら
は
作
者
親
驚
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
作
者
が
語
り
手
と

し
て
個
人

の
視
点
で
歌
っ
た
和
讃
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
八
 か

な
し
き
か
な
や
道
俗
の
 
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
 
天
神
地
紙
を

あ
が
め
つ
つ
 
ト
占
祭
紀

つ
と
め
と
す
」
 や
前
の
九
首
目
に
あ
る
、
 

「
か
な
しき
か
な
」
と
い
う
よ
う
な
心
情
を
表
現
す
る
言
葉
の
出

て
く
る
和
讃
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
ら
を
表
す
語
が
直
接
に
は
な

く
と
も
、
自
ら
が
自
ら
の
視
点
で
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

「正
像
末
法
和
讃
」
 で
は
、
す
べ
て
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
  

も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
作
者
と
語
り
手
が

一
体
化
し
た
和
讃
が
見
ら

れ
る
。
「
浄土
和
讃
」
 で
は
作
者
は
遠
い
位
置
に

い
た
が
、
「
浄
土

高
僧
和
讃
」
で
は
語
り
手
と
し
て
の
存
在
感
は
希
薄
で
あ
る
も
の

の
、
和
讃
内
に
 
「
わ
れ
ら
」
と
し

て
明
確
に
現
れ
る
。
そ
し
て
 

「
正
像末
法
和
讃
』
に
お
い
て
は
、
語
り
手
と
し
て
も
現
れ
て
く

る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
愚
禿
述
懐
」
 や

「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
と
記
し

て
あ
る
か
ら
に
は
当
然
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
風

に
記
さ
な
い
限
り
、
鎌
倉
時
代
に
生
き
愚
禿
と
名
乗
っ
た
作
者
親

鷺
が
、
そ
の
ま
ま
で
語
り
の
主
体
と
な
っ
て
和
讃
の
中
に

現
 
1
1
 

る

こ
と
は
な
い
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

三
 
結
 

び
 

『三
帖
和
讃
」
 に
お
い
て
、
そ
の
語
ら
れ
る
対
象

・
内
容
に
よ

り
語
り
口
が
変
化
が
み
ら
れ
る
。
『
浄土
和
讃
」
 で
は
遠
く
離
れ

て
い
た
作
者
と
語
り
手
が
、

「正
像
末
法
和
讃
」
 で
は
作
者
と
語

り
手
が
近
づ
く
、
あ
る
い
は
重
な
る
。
も
し
く
は
透
明
化
し
て
い

た
語
り
手
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
も
い
え
よ
う
。
で
は
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
語
り
口
を
と
る
の
か
。
作
者
H

語
り
手
で
固
定
し

つ
つ
、
 

仏
世
界
や
仏
の
働
き
、
教
義
、
仏
菩
薩
の
あ
り
が
た
さ
、
身
の
は

か
な
さ
、
自
身
の
感
情
、
世
の
有
様
な
ど
、
そ
れ
ら
が
継
ぎ
目
な

く
語
る
ほ
う
が
、
受
け
取
る
側
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
く
、
自
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ら
が
歌
う
と
き
に
は
語
り
手
の
視
点
と
同

化
し

て
歌
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
古
和
讃

や
中
世
に
お
け
る
時
衆
系
の
和
讃
な
ど
、

作
者

が
自
ら

e
言
葉
で
わ
か
り
や
す
く
歌

い
上
げ
て
い
る
。
比
喰
を
使

い
、
日
常
的
な
感
覚
に

訴
え
か
け

る
言
葉
を
ち
り
ば

め
た
も
の
は
、
 

仏
教
唱
導

の
歌
と
し

て
も
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で

表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
が

問
題
意
識

を
持
た
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

 

の
ま
ま
受
容

さ
れ
る
と
も
い
え

よ
う
。
と
り
わ
け
「
浄

土
和
讃
」
 

の
 

『
浄
土
高
僧
和
讃
」
な
ど

の
表
現
は
な
じ
み
に
く
い
だ

ろ
う
が
、
 

親
驚
の
和
讃

の
場
合
、
背
後
に
あ
る
思
想
を
正
確
に
伝
え

る
た
め

に
は
、
受
け
取
る
側
が
自
ら

の
思
考

の
枠
組
み
で
理
解
す
る
よ
う

な
も
の
で
は

な
く
、
む
し

ろ
先
入
観
を
修
正
す
る
よ
う
な
も
の
で

な
く
て
は

な
ら
な
か
っ

た
だ

ろ
う
。

「
信
」
も
ま
た
阿

弥
陀
仏
か

ら
差
し
向
け
ら
れ
た
も
の
と
説

く
親
驚
に
と
っ

て
、
そ
れ
ま
で
に

経
験
し
た
個
人
的
な
体

験
や
感
覚

の
枠
組
み
を
越
え
た

も
の
に
気

づ
く
こ
と
が

目
的
な
の
で
は
な

い
か
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
が
漢
語

の
多
用
と
も
あ
い
ま
っ

て
難
解
と
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
 

和
讃
を

聞
き
・
歌

う
者
は
、

和
讃
に
向
か

い
合
う
聞
き
手

と
し
て

の
自
己
と
現
実
世
界
を
生
き
る
自
己

の
ず
れ
を
感
じ

る
こ
と
で
、
 

現
実
に
対
す
る
認
識
を
更
新
す

る
き
っ
か
け

を

つ
か
む
の
で
は
な

い
だ
ろ
、っ
か
。
 

注
 

①
 

「定
本
親
驚
聖
人
全
集
」
第
三
巻
よ
り
引
用
。
「唯
心
紗
大
意
」
 

に
も
ほ
ぼ
同
文
が
み
ら
れ
る
。
 

②
 

「
浄土
和
讃
」
を
含
め
 
「
」
帖
和
讃
」
は
、
専
修
寺
蔵
の
国
宝

本

・
顕
智
書
写
本
を
底
本
と
し
た
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
「
歎
異

抄
 
」
昭
和
讃
」
よ
り
引
用
。
 

③
 

「大
正
新
惰
大
蔵
経
」
第
四
七
巻
よ
り
引
用
。
 

④
 
主
と
し
て
古
和
讃
か
ら
中
世
和
讃
を
対
象
に
考
え
た
た
め
、
近
世

以
降
の
和
讃
に
つ
い
て
は
お
く
こ
と
と
す
る
。
和
讃
中
に

一
人
称
の

語
が
な
く
と
も
実
質
同
じ
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
一
遍
の
「
別
願
和

讃
」
の
歌
い
出
し
に
つ
い
て
金
井
清
光
氏
は
、
「
わ
が身
を
水
泡
に

た
と
え
て
、
身
の
は
か
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
」
と
し
、
 一
人
称
単

数
主
格
で
始
ま
る
流
行
歌
も
こ
の
発
想
と
同
じ
だ
と
す
る
。
（
「
一遍

の
和
讃
」
「
一
遍
語
録
を
読
む
」
金
井
清
光

・
梅
谷
繁
樹
）
 

⑤
 
文
中
に
「
わ
れ
」
な
ど
の
語
が
出
現
こ
と
に
つ
い
て
、
和
讃
で
は

な
く
今
様
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
「
第
三首
目
の
 

「
今は
西
方
極
楽
の
」
今
様
は
、
「
梁塵
秘
抄
」
 の
中
で
も
か
な
り

有
名
な

「
わ
れら
は
何
し
て
老
い
ぬ
ら
ん
、
思
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は

れ
な
れ
、
今
は
西
方
極
楽

の
、
弥
陀
の
誓
ひ
を
念
ず
べ
し
」
（
巻

二
・
踊
・
法
文
歌
 
の
一
節
に
当
た
る
。
こ
の
歌
の

「
わ
れら
」
は
、
 

衆
生
一
般
を
指
す
複
数
形
の
一
人
称
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
衆

生

一
人
一
人
が自
ら
の
境
涯
の
中
で
発
す
る
際
に
は
、
 一
回
的
、
個

人
的
な

一
人
称
と
も
な
る
（
こ
の
場
合
、
文
法
的
に
は
謙
譲
の
意
の
 

「
ら」
 を
付
加
し
た
 
「
わ
れ」
と
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。）
」
（
「
中世
歌
謡
の
文
学
的
研
究
」
小
野
恭
靖
 
笠
間
書
院
 
平

成
八
年
）
「
今様
に
あ
っ
て
は
、
こ
と
さ
ら
に

「
わ
が身
」
を
歌
う
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歌
は
、
今
様
中
で
も
独
自
な
世
界
を
き
り
拓
い
て
い
る
と
い
え
る
。
 

そ
れ
は
、
何
か
を
契
機
と
し
て
、
自
分
自
身
が
何
者
で
あ
っ
た
の
か
、
 

と
い
う
一
種
の
自
己
認
識
を
表
出
し
た
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
 

や
や
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
自
己

へ
の
否
定
的
要
素
を
媒
介
と
し
て
、
 

悲
哀
の
感
性
、
な
い
し
は
、
悲
劇
的
な
認
識
を
惹
起
さ
せ
よ
う
と
さ

え
し
て
い
る
。」
（
「
歌
謡
と
説
話
」
馬
場
光
子
「
説
話
と
そ
の
周
縁
 

ー
 
語

・
芸
能
ー
 
説
話
の
講
座
6
」
勉
誠
社
 
平
成
五
年
）
 

⑥
 
こ
う
い
っ

た
和
讃
や
他

の
親
鷺
の
著
作
か
ら
出
雲
路
修
氏
は
、
 

「
人
間
の
認
識
を
超
え
た
《
仏
〉
 の
世
界
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
 

《
ア
II、
ダ仏
》
伝
承
の
根
源
に
存
す
る
の
だ
、
と
い
う
と
と
ま
で
は
、
 

親
鷺
は
《
こ
と
ば
》
に
よ
っ
て
表
現
し
、
叙
述
す
る
。
し
か
し
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
「
光」
を
も
ち
い

て
象
徴
的
に
叙
述
す
る
。
」
「
？和
讃
「
を
読
む
」
（
「
現
代
思
想
」
第

一
三
巻
七
号
 

一
九
八
五
年
六
月
）
 

⑦
 
例
と
し

て
、
「有
量
」
「
難
思
光
仏
」
「
無
称
光
仏
」
の
言
葉
に
は

そ
れ
ぞ
れ
、
「
ウ
リ
ヤ
ウ

ハ
 
セ
ケ
ン
ニ
ア
ル
コ
ト
ハ
 
ミ
ナ
ハ
カ

リ
ア
ル
ニ
ョ
リ
テ
 
ウ
リ
ヤ
ウ
ト
イ
フ
 
ブ
チ
ホ
フ
ハ
 
キ
ワ
ホ
ト

リ
ナ
キ

ニ
ョ
リ
テ
 
ム
リ
ヤ
ウ
ト
イ
フ
ナ
リ
」
 「
ス
ヘ
テ
 
コ
、
ロ

ノ
オ
ョ
ハ
ヌ
ニ
テ
 
ナ
ン
シ
ク
ワ
ウ
ブ
ツ
ト
イ
フ
ナ
リ
」
 「
ス
ヘ
テ

コ
ト
ハ
オ
ョ
ハ
ヌ
ニ
ョ
リ
テ
 
ム
シ
ョ
ウ
ク
ワ
ウ
プ
チ
ト
マ
フ
ス
ナ

リ
」
と
あ
る
。
 

⑧
 
こ
の
よ
う
な
用
語
に
関
し
て
は

「最
新
文
学
批

評
用
語
辞
典
」
 

（研
究
社
 

一
九
九
八
）
の
も
の
を
使
用
し
た
。
そ
の
ま
ま
当
て
は

め
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
が
、
参
考
と
し
た
。
 

⑨
 

「
又
云
、
飾
菖
津
別
時
の
結
願
の
仰
な
り
「
名
号
は
、
信
ず
る
も

信
ぜ
ざ
る
も
、
と
な
ふ
れ
ば
他
力
不
思
議
の
力
に
て
往
生
す
。
」
」
し
  

か
し
信
は
不
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
「信
と

い
ふ
は
ま
か
す
と

よ
む
な
り
。
他
の
意
に
ま
か
す
る
故
に
人
の
言
と
書
け
り
。
我
等
は

即
ち
法
に
ま
か
す
べ
き
な
り
。
」
と
も
い
う
。
「
一遍
上
人
語
録
」
下
 

（日
本
古
典
文
学
大
系
「
仮
名
法
語
集
」
よ
り
引
用
）
 

⑩
 

「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
以
外
の
「
浄
土
和
讃
」
和
讃
に

一
人
称

に
相
当
す
る
言
葉
は
出
て
く
る
が
、
や
は
り
語
り
手
を
指
す
も
の
で

は
な
い
。
た
と
え
ば

「七
 
わ
れ
も
と
因
地
に
あ
り
し
と
き
 
念
仏

の
心
を
も
ち
て
こ
そ
 
無
生
忍
に
は
い
り
し
か
ば
 
い
ま
こ
の
姿
婆

界
に
し
て
」
（「
首楊
厳
経
に
よ
り
て
大
勢
至
和
讃
し
た
て
ま
つ
る
」
）
 

の

「
わ
れ」
は
勢
至
菩
薩
で
あ
る
。
 

⑩
 

「
二
 南
天
竺
に
比
丘
あ
ら
む
 
竜
樹
菩
薩
と
な
づ
く
べ
し

 

有
無
の
邪
見
を
破
す
べ
し
と
 
世
尊
は
か
ね
て
説
き
た
ま

ふ
」
 

「
三
 本
師
竜
樹
菩
薩
は
 
大
乗
無
上
の
法
を
説
き

 

歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ
 
ひ
と
え
に
念
仏
す
す
め
け
る
」
 

「
於
南大
国
中
 
有
大
徳
比
丘
 
名
竜
樹
菩
薩
 
能
破
有
無
見

為
人
説
我
法
 
大
乗
無
上
法
 
証
得
歓
喜
地
 
往
生
安
楽
国
」
 

「
入楊
伽
経
」
巻
第
九

（
「大
正
新
惰
大
蔵
経
」
第
十
六
巻
よ

り
引
用
）
 

⑩
 
四
首
目
か
ら
七
首
目
ま
で
は

「十
住
毘
婆
沙
論
」
、
八
首
目
か
ら

十
首
目
ま
で
は

「大
智
度
論
」
（
実
際
に
は
龍
樹
の
「
大
智
度
論
」
 

を
引
用
し
た
道
悼

の
「
安
楽
集
」
）
に
依
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し

か
し
典
拠
を
み
る
と
、
表
現
の
一
部
を
取
り
入
れ

つ
つ
、
内
容
的
に

は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
取
り
入
れ
和
讃
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
 

「
一
〇
 恩
愛
は
な
は
だ
た
ち
が
た
く
 
生
死
は
な
は
だ

つ
き
が
た

し
 
念
仏
三
味
行
じ
て
ぞ
 
罪
障
を
滅
し
度
脱
せ
し
」
の
よ
う
に
、
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作
者
自
身
の
な
げ
き
と
も
と
れ
る
部
分
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
も
み
ら

れ
る
。
武
石
彰
夫
氏
は
典
拠
の
得
ら
れ
な
い
前
半
二
句
に

つ
い
て
、
 

親
驚
の
生
涯
か
ら

「
そう
い
う
心
の
刻
印
、
魂
の
歴
史
と

い
っ
た
も

の
、
体
験
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
た
告
白
が
自
ら
リ
ズ
ム
を
得
て
本
讃
歌

と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
（
「和
讃
 
仏
教
の
ポ
エ
ジ
ー
」
昭

和
六
十

一
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。
 

⑩
 

「仏
教
歌
謡
集
成
」
よ
り
引
用
。
 

⑩
 

「梁
塵
秘
抄
」
巻
第
二
法
文
歌

「
新
日
本
古
典
文
学
大系
 
梁
塵

秘
抄
 
閑
吟
集
 
狂
言
歌
謡
」
よ
り
引
用
。
 

⑩
 

「
七
 貌
の
天
子
は
た

ふ
と
み
て
 
神
鷺
と
こ
そ

ま
う
し
け
れ

お
は
せ
し
と
こ
ろ
の
そ
の
名
を
ば
 
鷺
公
厳
と
ぞ

な
づ
け
た
る
」
 

（
「
曇
驚和
尚
」
）
「
六
 源
空
智
行
の
至
徳
に

は
 
聖
道
諸
宗
の
師
 

、
王
も
 み
な
も
ろ
と
も
に

帰
せ
し

め
て
 

一
心
金
剛
戒
師
と
す
」
 

（
「
源空
聖
人
」
）
な
ど
。
と
り
わ
け
源
空
の
場
合
は
、
六
首
目
か
ら

十
首
目
ま
で
が
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。
 

⑩
 
こ
の
よ
う
な
「
わ
れ
ら
」
の
用
例
は
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
中
、
」
ハ

例
あ
る
。
う
ち
修
飾
句
な
し

で
現
れ
る
の
は

一
例
で
、
そ
の
他
は
 

「
流
転輪
廻
の
」
「
ひさ
し
く
し
づ
め
る
」
「煩
悩
成
就
の
」
（
一
一例
）
 

「
五濁
悪
世
の
」
と
い
う
語
を
上
に
伴
っ
て
現
れ
る
。
な
お
「
浄
土

和
讃
」
 に
お
い
て
も
、
「七
 
大
聖
お
の
お
の
も
ろ
と

も
に
 
凡
愚

底
下
の

つ
み
ひ
と
を
 
逆
悪
も
ら
さ
ぬ
誓
願
に
 
方
便
引
入
せ
し
め

け
り
」
（
「
観
経
意」
）
「
五
 五
濁
悪
時
悪
世
界
 
濁
悪
邪
見
の
衆
生

に
は
 
弥
陀

の
名
号
あ
た
へ
て
ぞ
 

恒
沙
の
信
心
す
す
め
た
る
」
 

（
「
弥
陀経
意
」
）
と
い
う
よ
う
に
愚
か
な
存
在
と
い
う
意
味
合
い
の

言
葉
は
あ
る
が
、

一
人
称
に
類
す
る
言
葉
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。
 

⑩
 

「
一七
 
論
主
の
一
心
と
説
け
る
を
ば
 
曇
鷺
大
師
の
御
こ
と
に

 

は
 
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
が
 
他
力
の
信
と
の
べ
た
ま
ふ
」
（
「曇
驚
 

郎
 

和
尚
」
）
「
三
 善
導
源
信
す
す
む

と
も
 
本
師
源
空
ひ

ろ
め
ず
ば

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は
 
い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
し
」
（
「
源

空
聖
人
」
）
な
ど
の
よ
う
に
、
和
讃
本
文
上
に
現
れ
る
も
の
も
あ
る
。
 

⑩
 
文
明
本
に
は
こ
の
部
分
な
し
。
 

⑩
 
多
屋
頼
俊
氏
は
こ
の
夢
告

和
讃
を
根
拠
に
、

「
浄土
和
讃
」
な
ど

に
み
ら
れ
る
命
令
口
調
な
ど
も
す
べ
て
仏
か
ら
親
驚
へ
向
け
ら
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
。
「
聖
人
の
御
和
讃
は

「
自
分
の
思
想
を
、
自
分

の

言
葉
で
現
す
」
世
間
一
般
の
文
芸
と
は
、
全
く
趣
が
違
っ
て
、
聖
人

の
心
の
耳
に
響
い
て
く
る
如
来
の
御
声
を
、
そ
の
ま
ま
に
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。」
（
「
親驚
聖
人
の
文
芸
 
御
和
讃
に

つ
い
て
」
「多
屋

頼
俊
著
作
集
第
2
巻
 

和
讃
の
研
究
」
）
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
異

論
は
な
い
が
、
本
論
に
お
け
る
夢
告
和
讃
の
影
響
に

つ
い
て
は
、
い

ち
お
う
「
正
像
末
法
和
讃
」
内
に
限
っ
て
考
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
 

日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
は

「
夢
告
は
誰
か
ら
の
告
げ
か
不
明
。
 

聖
徳
太
子
と
推
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
 

⑩
 

「
こ
の
身
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
た
と
え
ば

「
浄
土
和
讃
」
 

「
首楊
厳
経
に
よ
り
て
大
勢
至
和
讃
し
た
て
ま
つ
る
」
「
四
 超
日

月
光
こ
の
身
に
は
 
念
仏
三
味
を
し
え
し
む
 
十
方
の
如
来
衆
生
を

一
子
の
ご
と
く
に
憐
念
す
」
に
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
は
勢
至
菩
薩

を
指
す
。
 

②
 
原
拠
の
表
現
に
忠
実
で
、
硬
質
で
難
解
と
も
い
わ
れ

る
親
驚
和
讃

の
語
り
口
は
、
そ
の
故
の
限
界
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
「
こ
ん

な
難
し
い
和
讃
は
教
団
内
の
僧
侶
が
歌
っ
た
と
し
て
も
、
俗
世
間
の

下
層
庶
民
が

涙
を
流
し

て
合
唱
す

る
こ
と
な
ど

あ
り
え
な
い
。
」
 

（
「
時宗
教
団
と
和
讃
ー
中
世
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
ー
」
金
井
清
光

 



「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
〇
年

五
月
）
「
親
驚
の
女
性
観
か
 

る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
親
鷺
の
教
典

ら
、
第
三
十
五
願
を
そ
の
ま
ま
に
変
成
男
子
の
思
想
と
み
る
こ
と
は
 

観
の
限
界
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。」
（
「鎌
倉
浄
土
教
と
女
性
」
源

 

で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

「無
量
寿
経
」
 に
書
い
て
あ
 

淳
子
 
永
田
文
昌
堂
 
昭
和
五
十
六
年
）
 

（
大谷
大
学
特
別
研
修
員
）
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