
ま
さ
に
開
拓
者
的
な
労
作
で
あ
る
。
本
書
が
「
浄
土
教
の
新
研
究
」
と

称
さ
れ
て
い
る
の
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
日
ま
ず
新
資
料
に
よ
っ
て

い
る
こ
と
。
従
来
、
学
界
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
古
快
耆
を
新
資
料

（
源
隆
国
の
「
安
養
集
」
）
に
よ
っ
て
復
元
し
、
そ
の
復
元
本
に
よ
っ
て
各

章
の
論
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
復
原
本
は
本
書
の
付
録
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
一
六
○
頁
余
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
学
界
を
益

す
る
こ
と
絶
大
な
も
の
が
あ
る
。
目
又
、
本
書
は
朝
鮮
の
浄
土
教
に
多
く

の
紙
幅
を
費
し
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
点
も
特
筆
さ
る
諺
へ
き
で
あ
る
。
現
今
、

浄
土
教
の
研
究
は
、
日
本
で
成
立
或
い
は
発
展
し
た
宗
派
の
宗
学
、
宗
派

史
の
把
握
に
つ
と
め
る
か
、
印
度
・
中
国
・
日
本
と
い
う
地
域
的
に
個
別

化
さ
れ
た
枠
組
の
中
で
考
察
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
旧
い
三
国
佛

法
の
問
題
意
識
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
朝
鮮
佛
教
の
研
究
は
望
む
べ
く
も

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
資
料
が
少
な
く
極
め
て
困
難
な
朝
鮮
佛
教

の
解
明
を
為
し
て
い
る
点
も
新
研
究
の
成
果
と
し
て
特
記
さ
れ
る
尋
へ
き
で

あ
る
。 恵

谷
隆
戒
著

「
浄
土
教
の
新
研
究
」

木
村
宣
彰

著
者
の
恵
谷
隆
戒
博
士
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
喋
食
す
る
ま
で
も
な
く

「
円
頓
戒
概
論
」
や
「
概
説
浄
土
宗
史
」
な
ど
十
指
に
余
る
著
述
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
教
や
円
頓
戒
に
関
す
る
研
究
業
績
は
衆
目
の

見
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
先
年
、
博
士
の
古
稀
を
祝
し
て
七
十
名

も
の
学
者
に
よ
っ
て
千
四
百
頁
に
も
及
ぶ
大
論
文
集
「
浄
土
教
の
思
想
と

文
化
」
が
献
呈
さ
れ
た
。
こ
れ
は
著
者
の
学
積
を
如
実
に
知
ら
せ
る
一
例

と
言
え
よ
藩
フ
。

さ
て
、
此
に
新
研
究
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
本
書
は
、
著
者
が
昭
和
二

年
に
始
め
て
新
資
料
「
安
養
集
」
に
接
し
て
以
来
、
実
に
半
世
紀
の
永
き

に
亙
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
研
究
成
果
を
纒
め
ら
れ
た
も
の
で
、
単
に
思

い
着
き
や
寄
を
て
ら
っ
て
新
研
究
と
称
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。

自
序
に
「
学
界
の
盲
点
を
解
明
す
る
と
共
に
、
新
資
料
を
学
界
に
供
せ
ん

が
た
め
に
本
書
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
題
名

を
浄
土
教
の
新
研
究
と
名
づ
け
た
所
以
も
、
か
か
る
点
に
よ
る
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
著
者
の
並
だ
な
ら
胆
自
信
の
ほ
ど
が
伺
え
る

の
で
あ
る
。

本
書
は
、
既
に
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
た
古
快
害
を
復
元
し
、
そ
れ

ら
復
元
本
の
思
想
内
容
を
解
明
し
た
論
文
を
中
核
と
し
て
都
合
十
六
章
の

論
文
と
、
付
録
の
六
編
の
復
元
本
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
中
国

（
第
一
章
’
第
四
章
）
、
朝
鮮
（
第
五
章
Ｉ
第
八
亨
、
日
本
の
浄
土
教
（
第
九
章

’
第
十
二
重
と
、
法
然
浄
土
教
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
考
察
（
第
十
三
章
’

第
十
六
章
）
と
に
大
別
で
き
る
。
就
中
、
第
一
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
は

本
書
の
眼
目
と
も
い
う
。
へ
き
新
資
料
に
基
く
論
調
で
あ
る
。
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中
国
の
浄
土
教
に
関
す
る
論
究
は
次
の
四
章
で
あ
る
。

第
一
章
晴
唐
時
代
の
観
経
研
究
史
観

第
二
章
華
厳
二
祖
智
傭
の
浄
土
思
想
に
つ
い
て

第
三
章
古
怯
書
道
閨
の
観
経
疏
に
つ
い
て

第
四
章
古
供
書
竜
與
の
観
無
量
寿
経
記
の
研
究

ま
ず
第
一
章
で
は
、
六
・
七
世
紀
の
中
国
に
於
け
る
観
経
研
究
に
菩
遠

の
観
経
観
を
中
心
と
す
る
も
の
と
、
道
紳
・
善
導
を
中
心
と
す
る
も
の
と

の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
前
者
の
霊
祐
・
吉
蔵
・
法

常
・
道
閨
・
竜
興
等
の
観
経
研
究
は
観
念
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
道
紳
・

善
導
は
実
存
的
で
あ
る
と
し
、
「
観
念
主
義
よ
り
実
存
主
義
へ
の
思
想
的

転
換
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
点
に
こ
の
時
代
の
観
経
研
究

史
観
が
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

第
二
章
は
、
華
厳
宗
二
祖
智
侭
の
「
孔
目
章
」
の
浄
土
思
想
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
特
に
「
孔
目
章
」
の
十
種
浄
土
章
・
寿
命
品
内
明
往
生
義

・
六
念
章
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
さ
れ
て
い
る
。
智
縦
の
浄
土
思
想
に
つ

い
て
は
望
月
信
亨
氏
や
石
田
充
之
氏
の
中
国
浄
土
教
の
研
究
な
ど
に
於
い

て
も
全
く
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
一
章
を
立
て
て
詳
論

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
元
暁
等
の
朝
鮮
浄
土
教
を
考
え
る
上
で
看

過
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
故
と
思
う
が
、
著
者
の
卓
見
で
あ
る
。
そ

こ
で
著
者
は
智
縦
の
浄
土
教
の
特
色
を
摂
論
宗
の
法
常
か
ら
継
承
し
た
四

種
浄
土
説
と
、
「
弥
勒
発
問
経
」
の
慈
等
の
十
念
説
の
上
に
見
い
出
し
、

両
思
想
が
唐
や
新
羅
の
浄
土
教
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
解
明
し

二

て
い
る
。

第
三
章
お
よ
び
第
四
章
は
、
唐
代
の
「
観
経
研
究
家
」
で
あ
る
道
閨
と

竜
與
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
両
師
の
著
述
は
散
快
し
て

伝
わ
ら
な
い
が
、
著
者
は
大
変
な
苦
心
の
上
、
新
出
資
料
「
安
養
集
」
を

は
じ
め
「
措
定
記
」
「
伝
通
記
」
等
に
よ
っ
て
復
元
し
て
の
立
論
で
あ
る
。

ま
ず
道
閨
の
「
観
経
疏
」
に
つ
い
て
は
約
三
分
の
二
が
復
元
さ
れ
、
そ
の

復
元
本
に
従
え
ば
九
品
往
生
、
別
時
意
等
の
問
題
に
特
色
が
見
い
出
さ
れ

る
と
い
う
。
彼
の
思
想
は
善
導
等
と
は
大
き
く
異
り
、
敦
埠
本
「
無
量
寿

経
讃
述
」
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
竜
興
の
行
歴
に

つ
い
て
は
従
来
定
説
が
無
か
っ
た
が
、
「
金
石
華
編
」
所
載
の
「
大
唐
竜
興

大
徳
香
積
寺
主
浄
業
法
師
塔
銘
井
序
」
に
よ
っ
て
延
和
九
年
五
十
八
歳
で

寂
し
た
琉
伽
唯
識
の
学
僧
浄
業
で
あ
る
と
推
定
し
、
望
月
信
亨
氏
の
「
善

導
の
門
人
」
説
を
訂
正
し
て
い
る
。
そ
の
著
述
「
観
無
量
寿
経
記
」
は
伝

わ
ら
な
い
が
、
著
者
は
約
三
分
の
二
復
元
を
完
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

が
五
姓
各
別
説
に
立
ち
、
善
導
流
の
称
名
正
因
説
を
し
ぞ
け
、
全
体
と
し

て
慈
恩
・
慧
遠
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
各
章
の
論
文
は
、
中
国
浄
土
教
の
研
究
で
は
と
か
く
看
過
さ
れ

が
ち
な
分
野
で
あ
り
、
随
処
に
著
者
の
学
識
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
殊
に

そ
の
著
述
が
散
快
し
て
知
ら
れ
な
か
っ
た
竜
與
や
道
閨
に
つ
い
て
は
勿
論

の
こ
と
、
智
僚
の
浄
土
思
想
の
論
究
は
高
く
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

日
た
だ
第
二
章
の
智
峨
の
浄
土
思
想
で
、
著
者
は
彼
の
四
種
浄
土
説
は

全
面
的
に
摂
論
宗
の
法
常
の
説
を
継
承
す
る
も
の
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
筆
者
の
寡
聞
な
見
解
に
よ
れ
ば
慧
遠
の
浄
土
学
説
の
影
響
も
無
視

す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
著
者
の
説
は
既
に
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凝
然
が
「
維
摩
経
疏
蓄
羅
記
」
で
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
何
ら
か

の
根
拠
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
法
常
の
著
述
は
現
存
せ
ず
詳
し
く
知

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
著
者
は
第
一
章
で
慧
遠
を
評
し

て
当
時
の
浄
土
教
研
究
の
先
鞭
を
な
す
も
の
と
し
て
高
く
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
こ
の
四
種
浄
土
説
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
智
傭
の
思
想
に
慧
遠
の
影
響
の
強
い
こ
と
は
、
既
に
坂
本
幸
男

氏
今
華
厳
教
学
の
研
究
」
）
や
鎌
田
茂
雄
氏
今
中
国
華
厳
思
想
史
研
究
」
）
に
よ
っ

て
実
証
的
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。
慧
遠
の
「
大
乗
義
章
」
に
よ
れ
ば
、
初

地
以
上
諸
佛
所
在
の
真
佛
土
は
、
法
性
土
・
実
報
土
・
円
応
土
に
分
け
ら

れ
、
更
に
円
応
土
は
他
受
用
土
と
変
化
士
と
に
両
分
さ
れ
る
。
結
局
、
真

佛
土
は
法
性
士
・
実
報
土
・
他
受
用
士
・
変
化
土
と
な
り
、
智
峨
の
法
性

士
・
実
報
土
・
事
浄
土
・
化
浄
土
の
四
種
浄
土
と
相
応
す
る
よ
う
に
思
う
。

著
者
は
慧
遠
に
つ
い
て
全
く
関
説
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
慧
遠
と
の

関
連
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

㈲
第
三
章
で
は
西
明
寺
道
閨
が
智
儲
門
下
の
道
世
、
道
宣
と
共
に
「
三

人
は
同
門
の
間
柄
」
（
三
二
頁
）
と
の
見
解
に
立
っ
て
論
を
進
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
に
詳
し
い
論
証
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
《
〕
こ
の
件
で
筆
者
は
特
別
の
見
解
を
有
し
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
は
道

閏
に
つ
い
て
第
一
章
お
よ
び
第
十
二
章
で
は
「
戒
珠
往
生
伝
」
に
拠
っ
て

「
道
紳
の
門
人
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
（
三
頁
、
一
八
二
貝
、
’
八
六
頁
）
。

第
三
章
の
所
論
と
ど
う
調
和
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
少
の
説
明
が
望

ま
れ
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
復
元
本
「
観
経
疏
」
に
従
う
と
彼
は
阿
弥
陀

佛
を
変
化
身
と
為
し
て
い
る
点
よ
り
推
し
て
無
条
件
に
彼
を
道
緯
の
門
流

と
考
え
る
の
は
些
か
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
の
四
章
は
、
文
字
通
り
朝
鮮
新
羅
の
浄
土
教
の
研
究
で
、
著
者
の
学

識
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
法
位
や
義
寂
に
つ
い
て
は
、
浄

土
教
に
関
す
る
著
述
が
散
供
し
て
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
思
想
を
直
接
知
り
得

な
か
っ
た
だ
け
に
、
今
回
公
に
さ
れ
た
復
元
本
に
拠
る
論
究
は
、
ま
さ
に

著
者
の
最
も
特
筆
に
価
す
る
業
績
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
新
羅
法
位
の
無
量
寿
経
義
疏
の
研
究

第
六
章
新
羅
元
暁
の
浄
土
教
思
想

・
第
七
章
新
羅
義
寂
の
無
量
寿
経
述
義
記
に
つ
い
て

第
八
章
新
羅
儂
與
の
浄
土
教
思
想

ま
ず
第
五
章
で
は
、
新
羅
浄
土
教
の
系
譜
を
整
理
概
観
し
、
そ
の
特
色

を
中
国
の
浄
土
教
が
「
観
無
量
寿
経
」
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
新
羅

で
は
「
無
量
寿
経
」
「
阿
弥
陀
経
」
が
中
核
と
な
る
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
新

羅
浄
土
教
の
性
格
を
特
色
づ
け
る
上
で
大
き
な
視
点
と
い
う
筆
へ
き
で
あ
ろ

う
。
著
者
は
そ
う
し
た
見
地
に
立
っ
て
、
法
位
の
「
無
量
寿
経
義
疏
」
の

内
容
が
紹
介
さ
れ
た
。
即
ち
法
位
は
四
十
八
願
を
重
視
し
、
一
友
に
願
名

同
道
閏
・
竜
興
の
撰
述
の
復
元
に
あ
た
り
著
者
は
あ
ら
ゆ
る
浄
土
典
籍
を

捗
猟
し
て
十
全
を
期
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
凝

然
の
「
維
摩
経
疏
藷
羅
記
」
の
中
に
「
道
閨
法
師
観
経
疏
云
」
、
「
竜
興
法

師
観
経
疏
云
」
と
し
て
か
な
り
長
文
の
引
用
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
が
道

閨
や
竜
興
の
文
で
あ
る
か
否
か
を
俄
か
に
決
定
で
き
ぬ
け
れ
ど
も
、
本
書

付
録
の
復
元
本
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
些
か
管
見
を
附

記
す
る
次
第
で
あ
る
。

三
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を
付
し
た
。
こ
の
願
名
呼
称
は
法
位
に
始
ま
る
と
し
、
更
に
新
羅
浄
土
教

の
特
色
で
あ
る
慈
等
の
十
念
説
を
採
用
す
る
点
な
ど
詳
論
し
、
彼
を
朝
鮮

浄
土
教
の
先
駆
者
と
位
置
付
け
て
い
る
。

次
の
第
六
章
は
、
元
暁
の
伝
歴
・
著
述
を
整
理
し
、
彼
の
「
遊
心
安
楽

道
」
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
た
。
更
に
彼
の
浄
土
思
想
は
「
大

乗
佛
教
の
絶
対
否
定
的
全
体
の
思
想
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
、
「
浄
土
往

生
の
機
根
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
」
（
八
九
頁
）
と
こ
ろ
に
特
色
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
注
目
す
等
へ
き
こ
と
は
何
と
云

っ
て
も
「
遊
心
安
楽
道
」
の
真
偽
問
題
で
あ
る
。
「
遊
心
安
楽
道
」
に
つ

い
て
は
、
か
っ
て
名
畑
応
順
氏
今
迦
才
の
浄
土
論
」
）
が
述
雫
へ
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
迦
才
の
「
浄
土
論
」
と
の
前
後
問
題
が
学
界
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
元
暁
の
卒
年
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
元
暁
股
後
に
翻

訳
さ
れ
た
経
典
を
引
用
す
る
「
遊
心
安
楽
道
」
の
真
偽
が
俄
に
学
界
の
重

要
課
題
と
な
っ
た
。
今
、
著
者
は
、
菩
提
流
志
訳
の
「
大
宝
積
経
発
勝
志

楽
会
」
や
迦
才
の
「
浄
土
論
」
な
ど
を
引
用
す
る
こ
と
、
「
無
量
寿
経
宗

要
」
と
同
文
の
個
所
が
存
す
る
こ
と
な
ど
、
一
々
論
拠
を
挙
け
て
詳
し
く

論
じ
、
「
遊
心
安
楽
道
」
が
元
暁
の
真
撰
で
な
い
こ
と
を
論
断
さ
れ
て
い

る
。
最
近
、
韓
国
で
は
安
啓
賢
氏
や
金
彊
模
氏
の
よ
う
に
真
撰
説
の
立
場

を
と
る
学
者
も
あ
る
か
、
今
の
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
学
界
の
懸
案
に
ほ
ぼ

結
論
を
下
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
の
義
寂
に
つ
い
て
は
、
彼
の
伝
記
を
考
察
し
「
慈
蔵
・
元
暁
・

法
位
な
ど
の
如
き
浄
土
教
家
と
同
時
代
の
後
輩
」
と
為
し
、
そ
の
教
学
は

般
若
・
法
華
・
浬
渠
・
唯
識
が
中
心
で
あ
る
と
述
、
へ
、
次
い
で
復
元
本

「
無
量
寿
経
述
義
記
」
の
内
容
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
述
義
記
」

に
は
慧
遠
や
善
導
の
「
往
生
礼
讃
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

第
八
章
の
慢
興
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
彼
の
「
無
量
寿
経
連
義
述
文

賛
」
の
内
容
を
紹
介
し
、
慈
等
の
十
念
説
を
重
視
す
る
新
羅
浄
土
教
の
中

に
あ
っ
て
、
「
称
名
の
十
念
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
彼
独
自
の
見
解
」

が
あ
る
こ
と
を
論
述
さ
れ
た
。

今
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
四
章
の
論
文
は
、
従
来
学
界
の
盲
点
と
さ
れ
て

来
た
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
著
者
の
独
壇
場
で
あ
る
。
資
料
が
少
な
く
未
解

明
の
分
野
の
多
い
朝
鮮
浄
土
教
の
研
究
に
と
っ
て
、
著
者
の
復
元
本
や
そ

れ
に
も
と
ず
く
論
究
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
今
後
の
研
究
を
前
進
さ
せ
る

功
績
の
大
き
い
こ
と
を
確
信
す
る
。

尚
、
こ
こ
で
若
干
の
点
に
つ
い
て
、
浅
学
の
卑
見
を
述
べ
て
御
教
示
を

願
い
た
い
。
㈲
第
六
章
・
第
七
章
で
元
暁
や
義
寂
の
著
述
に
つ
い
て
詳
し

く
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
元
暁
の
著
述
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
金
光
明

経
疏
」
八
巻
と
「
金
鼓
経
疏
」
八
巻
と
は
同
本
異
名
で
あ
る
。
こ
れ
が
同

本
異
名
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
、
永
鎚
録
の
中
に
「
金
鼓
経
疏
八
巻
元
暁

外
題
云
金
光
明
経
疏
内
題
云
金
鼓
経
疏
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
恐
ら

く
義
天
録
の
「
金
光
明
経
疏
」
と
東
域
伝
燈
目
録
の
「
金
鼓
経
疏
」
と
が

重
複
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
般
舟
三
昧
経
」
の
註
釈
に
つ
い
て
は
義
天

録
に
「
疏
一
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
中
の
著
述
目
録
に
は

「
般
舟
三
昧
経
宗
要
指
事
」
一
巻
と
あ
る
の
は
何
を
根
拠
と
し
て
の
記
載

か
不
明
で
、
更
に
本
文
中
で
「
般
舟
三
味
経
略
記
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
に
つ
い
て
も
多
少
の
説
明
が
必
要
か
と
思
う
。
第
七
章
で
「
遊
心
安
楽

道
」
の
偽
撰
が
論
証
さ
れ
て
い
る
の
に
、
第
二
章
や
同
じ
第
七
章
で
元
暁

の
現
存
著
述
と
し
て
同
書
を
挙
け
ら
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
補
註
が
望
ま
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れ
る
。
現
存
著
述
と
し
て
続
蔵
経
所
収
の
「
中
辺
分
別
論
疏
」
が
欠
脱
し

て
い
る
の
は
何
か
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
義
寂
に
つ
い
て
は
義
天

録
所
載
の
「
小
阿
弥
陀
経
疏
」
一
巻
、
「
大
浬
樂
経
料
簡
」
一
巻
、
「
琉

伽
論
疏
」
十
七
巻
等
た
が
脱
落
し
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

㈲
第
七
章
で
元
暁
の
浄
土
教
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
三
国
遺
事
」

の
中
か
ら
彼
に
纒
る
逸
話
を
紺
め
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、

従
来
著
述
の
研
究
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
て
著
者
の
卓
見
で
あ
る
。

た
だ
筆
者
の
卑
見
に
よ
れ
ば
「
金
剛
三
昧
経
」
に
纒
る
逸
話
で
元
暁
と
大

安
聖
者
と
を
同
一
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
海
東
佛
祖
源
流
」
等
に
よ
る

ま
で
も
な
く
、
こ
の
両
者
は
別
人
で
あ
る
。
更
に
「
三
国
遺
事
」
の
中
の

逸
話
で
、
元
暁
が
民
衆
の
為
に
浄
土
往
生
の
行
法
と
し
て
「
諄
観
法
」
を

教
示
し
た
こ
と
を
伝
え
る
巻
五
の
「
広
徳
・
厳
荘
」
の
条
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
既
に
三
品
彰
英
氏
の
論
稿
で
も
紹
介
さ
れ
性
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
書
に
そ
れ
が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
或
い
は
少
し
見
落

さ
れ
た
為
か
。

匂
義
寂
の
「
無
量
寿
経
述
義
記
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
春
日
礼
智
氏
の

輯
逸
本
が
あ
り
、
更
に
春
日
氏
は
近
年
「
新
羅
義
寂
と
そ
の
無
量
寿
経
義

記
」
の
論
稿
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
今
、
著
者
は
「
安
養
集
」
等
の
資
料

を
捗
猟
し
、
春
日
本
の
不
備
を
補
っ
て
よ
り
完
全
な
復
元
本
を
も
の
に
さ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
の
復
元
本
は
「
第
八
無
量
寿
経
、
宋
朝
天
竺
三

蔵
求
那
賊
陀
羅
云
云
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
個
所
は
「
安
養
抄
五
」

お
よ
び
「
安
養
集
十
」
に
よ
る
旨
付
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
未
だ
「
安

養
集
」
を
見
る
機
会
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
の
指
示
に
従
っ
て
大
正

大
蔵
経
所
収
本
の
「
安
養
抄
」
と
対
照
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、

さ
て
、
第
九
章
以
下
は
日
本
浄
土
教
の
研
究
で
次
の
諸
論
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。第

九
章
元
興
寺
智
光
の
無
量
寿
経
論
釈
の
研
究

第
十
章
日
本
天
台
と
浄
土
教
の
受
容

第
十
一
章
叡
山
静
照
の
浄
土
教

第
十
二
章
源
隆
国
の
安
養
集
に
つ
い
て

第
九
章
は
、
前
来
の
各
章
と
同
じ
く
著
者
の
復
元
本
に
よ
っ
て
智
光
の

浄
土
教
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
智
光
に
つ
い
て
は
か
っ
て
戸
松
憲
千
代

氏
が
「
大
谷
学
報
」
に
都
合
三
回
に
亙
っ
て
詳
細
な
論
文
を
発
表
さ
れ
、

「
無
量
寿
経
論
釈
」
の
復
元
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者

は
、
戸
松
氏
は
「
安
養
集
」
所
引
の
「
論
釈
」
に
よ
ら
な
か
っ
た
為
に
不

「
安
養
抄
」
は
「
無
量
寿
経
述
記
云
」
と
し
て
「
部
党
不
同
者
、
説
西
方

浄
土
経
部
党
多
種
、
（
中
略
）
初
両
巻
経
本
亦
多
種
、
第
一
無
量
寿
経
二

巻
、
漢
代
安
息
国
太
子
、
名
清
字
世
高
所
訳
云
云
」
以
下
、
両
巻
経
の

異
訳
を
第
一
乃
至
第
八
ま
で
記
し
て
い
る
。
復
元
本
は
何
故
に
大
正
大
蔵

経
一
段
分
を
欠
脱
し
「
第
八
無
量
寿
経
」
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
安
養
抄
五
」
と
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ

る
。
補
足
的
な
説
明
が
あ
れ
ば
よ
り
一
層
読
者
に
便
宜
を
与
え
る
と
思
う
。

尚
、
復
元
本
四
一
八
頁
六
行
目
の
「
又
云
」
は
義
寂
の
文
で
は
な
く
「
安

養
抄
」
の
編
者
の
言
葉
か
と
愚
考
す
る
。

そ
の
外
、
浅
学
の
筆
者
と
し
て
は
直
接
著
者
に
拝
眉
の
機
会
を
得
る
な

ら
ば
種
を
御
教
示
賜
り
た
い
と
考
え
る
点
も
若
干
あ
る
。

'四
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備
を
来
た
し
た
も
の
と
指
摘
し
、
自
ら
の
復
元
本
の
内
容
を
紹
介
さ
れ
た
。

特
に
日
本
に
お
け
る
四
十
八
願
の
願
名
呼
称
が
彼
に
は
じ
ま
る
こ
と
、
敦

煙
本
「
無
量
寿
経
讃
述
」
と
酷
似
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
第
十
章
は

日
本
天
台
の
円
密
禅
戒
の
四
宗
兼
学
の
宗
風
の
中
に
如
何
に
浄
土
教
が
受

容
さ
れ
か
を
論
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
十
一
章
は
著
者
が
東
大
寺
で

発
見
し
た
静
照
の
「
極
楽
遊
意
」
お
よ
び
「
四
十
八
願
釈
」
を
中
心
に
考

察
し
た
も
の
で
、
静
照
の
浄
土
教
は
天
台
の
伝
統
を
遵
守
し
な
が
ら
も
、

第
十
八
願
、
口
称
念
佛
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
と
す
る
。

「
観
経
」
中
心
の
叡
山
浄
土
教
が
、
彼
以
後
「
無
量
寿
経
」
中
心
の
浄
土

教
に
展
開
し
て
ゆ
く
と
の
論
旨
に
は
興
味
が
引
か
れ
る
。

第
十
二
章
は
、
本
書
の
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
「
安
養
集
」
に
関
す
る

論
文
で
あ
る
。
学
界
に
未
紹
介
の
「
安
養
集
」
に
つ
い
て
「
製
作
の
由
来
」

「
内
容
」
「
価
値
」
「
所
引
の
古
快
書
に
つ
い
て
」
論
じ
た
大
作
で
あ
る
。

「
安
養
集
」
は
東
晋
慧
遠
の
白
蓮
社
の
遺
風
を
慕
う
人
糞
が
二
百
余
巻
の

浄
土
典
籍
の
中
か
ら
要
文
を
編
輯
し
た
も
の
で
、
厭
離
・
欣
浄
・
修
因
な

ど
七
門
に
分
別
さ
れ
た
一
種
の
論
義
集
で
あ
る
こ
と
、
純
正
浄
土
教
の
典

籍
や
古
怯
書
を
多
く
引
用
す
る
と
こ
ろ
に
価
値
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら

か
に
せ
ら
れ
た
。
所
引
の
古
扶
害
の
主
な
も
の
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
他
に
唐
靖
迩
の
「
称
讃
浄
土
経
疏
」
、
未
源
清
の
「
観
経
疏
顕
宗
記
」

等
の
長
文
の
引
用
が
あ
り
、
そ
れ
そ
れ
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
明
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
著
者
の
手
に
よ
っ
て
一
日
も
早
く
「
安
養
集
」

自
体
の
公
刊
が
待
た
れ
る
。

最
後
の
四
章
は
、
法
然
の
浄
土
教
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
な
考
察
で
あ

づ
（
句
０

第
十
三
章
日
本
浄
土
教
思
想
史
上
に
お
け
る
凡
夫
性
の
自
覚
過
程

に
つ
い
て

第
十
四
章
浄
土
教
の
批
判
精
神
史
上
に
お
け
る
選
択
集
の
価
値

第
十
五
章
中
世
浄
土
宗
伝
法
史
に
つ
い
て

第
十
六
章
近
世
浄
土
宗
伝
法
史
に
つ
い
て

第
十
三
章
で
は
、
聖
徳
太
子
か
ら
説
き
は
じ
め
、
法
然
の
「
凡
夫
性
の

自
覚
は
、
唐
の
善
導
の
そ
れ
を
全
面
的
に
す
な
お
に
受
容
し
」
（
三
○
二
頁
）

徹
底
し
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
第
十
四
章
で
は
、
法
然
の
「
選

択
集
」
は
捨
閉
閻
批
の
四
文
字
に
批
判
精
神
の
中
核
が
あ
り
、
「
選
択
集
」

に
対
す
る
誇
難
は
「
批
判
精
神
の
高
さ
を
物
語
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

浅
学
の
筆
者
に
は
著
者
の
「
凡
夫
性
の
自
覚
」
と
か
「
批
判
精
神
」
と

か
が
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
概
念
が
不
明
瞭
で
十
分
に
は
理

解
で
き
な
い
。
多
少
言
葉
を
費
し
て
意
味
内
容
の
説
明
が
望
ま
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

第
十
五
章
・
第
十
六
章
は
、
著
者
自
ら
「
浄
土
宗
の
伝
法
研
究
が
従
来

不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
幾
分
で
も
そ
れ
を
明
確
に
せ
ん
が
た
め
に
記
述

し
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
実
に
百
頁
余
に
亙
っ
て
詳
細
に
論
究

さ
れ
た
大
論
文
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
（
中
世
）
「
三
祖
然
阿
良
忠
以
後
の

伝
法
」
「
問
師
の
伝
法
制
度
の
確
立
」
「
問
師
以
後
の
伝
法
」
、
（
近
世
）

「
道
・
感
二
師
の
伝
法
改
革
」
「
江
戸
時
代
の
伝
法
史
」
「
明
治
時
代
の
浄

土
宗
論
評
史
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
方
面
に
全
く

不
案
内
で
そ
の
論
旨
を
充
分
に
伝
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
斯
学
の
専

門
家
に
は
大
き
な
指
針
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
各
章
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
積
年
の
学
識
が
遣
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本
書
で
著
者
が
絶
大
の
自
信
を
も
っ
て
世
に
問
わ
れ
た
の
は
新
資
料

「
安
養
集
」
に
も
と
ず
く
論
文
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
本
書
の
約
三
分

の
一
、
一
六
○
頁
に
も
及
ぶ
付
録
の
復
元
本
こ
そ
は
正
に
不
滅
の
意
義
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
唐
道
閨
撰
観
無
量
寿
経
疏

二
唐
竜
興
撰
観
無
量
寿
経
記

三
新
羅
法
位
撰
無
量
寿
経
義
疏

四
新
羅
義
寂
撰
無
量
寿
経
述
義
記

五
元
興
寺
智
光
撰
無
量
寿
経
論
釈

六
叡
山
静
照
撰
極
楽
遊
意
（
新
出
資
料
）

憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
単
純
な
誤
植
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
「
荊
淫
湛
然
」
「
売
高
僧
伝
」
の
類
三
頁
）
、
誤
植
の
為

に
同
一
人
物
が
三
通
り
（
法
聡
・
法
恥
・
法
聰
）
に
表
記
さ
れ
る
例
二
頁
、

四
頁
）
な
ど
気
に
か
か
る
。
本
書
が
著
者
の
大
変
な
労
作
で
あ
る
だ
け
に

惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
復
元
本
は
著
者
が
自
序
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
昭
和
二
年

は
じ
め
て
「
安
養
集
」
に
接
し
て
以
来
、
実
に
半
世
紀
を
費
し
た
大
変
な

労
作
で
あ
る
。
自
ら
「
復
元
本
作
製
に
あ
た
り
、
最
も
困
難
な
問
題
は
、

諸
害
に
引
抄
さ
れ
て
い
る
文
章
を
抄
出
し
、
こ
れ
を
如
何
よ
う
配
列
す
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
」
（
三
五
一
頁
）
と
復
元
の
苦
労
が
語
ら
れ
て
い
る
。

写
誤
も
少
な
く
な
い
写
本
に
よ
っ
て
、
し
か
も
一
煮
訓
点
を
付
し
て
為
さ

れ
た
復
元
本
制
作
は
、
老
令
の
著
者
に
と
っ
て
並
々
な
ら
ぬ
困
難
が
と
も

な
っ
た
と
拝
察
さ
れ
る
。
今
、
復
元
本
を
一
読
す
る
と
き
、
著
者
の
学
問

的
情
熱
と
深
い
学
識
が
窺
わ
れ
、
ま
た
そ
の
真
掌
な
人
柄
が
偲
ば
れ
て
畏

敬
の
念
を
覚
え
る
。
若
輩
の
筆
者
が
ぶ
し
つ
け
な
卑
見
を
披
瀝
し
た
と
こ

ろ
は
、
全
て
著
者
の
労
作
に
導
か
れ
て
示
教
を
乞
う
も
の
と
し
て
寛
恕
さ

れ
ん
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
こ
の
害
の
為
に
注
が
れ
た
著
者
の
心
血
の
並
鳧

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
顧
る
に
つ
け
、
そ
の
蒙
る
学
恩
に
深
く
感

謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
、
山
喜
房
佛
書
林
、
Ａ
５
版
、

三
三
六
頁
十
一
六
○
頁
（
付
録
）
十
二
○
頁
（
索
引
）
、

二
、
○
○
○
円
）
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