
専
信
房
光
胤
は
、
そ
の
出
身
な
ど
全
く
不
明
で
あ
る
。
永
享
元
年
、
三
十
四
の
と
き
、
法
華
会
の
竪
義
と
な
っ
た
（
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
）
。

宝
徳
元
年
、
五
十
四
の
と
き
、
三
会
の
研
学
を
つ
と
め
た
が
（
三
会
定
一
記
）
、
講
師
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

宝
徳
元
年
よ
り
七
年
の
後
、
康
正
三
年
五
月
の
僕
陽
講
に
は
、
永
秀
、
光
胤
、
定
清
な
ど
が
出
仕
し
た
。
そ
し
て
翌
六
年
、
長
禄
二
年

八
月
、
同
十
月
に
は
、
中
院
に
お
い
て
唯
識
論
の
訓
諭
談
義
が
あ
り
、
こ
の
と
き
に
も
ま
た
永
秀
、
光
胤
、
定
渭
な
ど
が
一
巻
宛
、
読
師

を
つ
と
め
た
と
い
う
（
大
乗
院
雑
事
記
）
。
こ
こ
に
永
秀
と
あ
る
は
、
阿
弥
陀
院
の
琳
舜
房
永
秀
（
一
三
九
丁
‐
一
四
七
一
）
で
、
こ
の
と
き

六
十
七
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
光
胤
は
六
十
三
、
定
清
は
発
心
院
の
顕
舜
房
定
清
（
一
三
九
九
’
一
四
七
七
）
で
、
六
十
に
な
っ
て
い
た
。

今
日
、
唯
識
論
の
光
胤
訓
諭
聞
書
と
し
て
の
こ
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
訓
諭
談
義
の
速
記
録
を
、
さ
ら
に
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、

整
理
修
正
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
長
録
四
年
、
観
禅
院
の
唯
識
三
十
講
に
は
専
信
房
律
師
、
興
基
得
業
（
一
四
一
○
‐
ｌ
一
四
八
○
）
、

営
尊
得
業
（
一
四
一
七
’
一
四
九
○
）
な
ど
出
仕
し
て
之
を
つ
と
め
た
と
い
う
。
こ
の
興
基
は
光
胤
よ
り
十
三
年
、
ま
た
営
尊
は
三
十
一
年

光
胤
の
唯
識
思
想

富
貴
原
章
信
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そ
れ
で
は
光
胤
の
訓
諭
聞
言
に
は
、
い
か
に
唯
識
思
想
が
解
明
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
筆
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

何
時
頃
に
制
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

の
後
輩
で
あ
っ
て
、
足
利
時
代
に
お
け
る
唯
識
宗
復
興
の
最
後
を
か
ざ
る
人
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
光
胤
聞
書
に
は
興
基
、
営
尊
な
ど
の
名
は
み
ら
れ
ぬ
が
、
し
か
し
光
胤
の
訓
諭
聞
害
が
、
そ
の
よ
う
な
教
学
の
復
興
を
紀

念
す
べ
き
著
作
な
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
聞
害
に
は
永
秀
、
光
胤
な
ど
の
解
釈
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
英
俊
の

多
聞
院
日
記
に
も
、
観
待
因
（
天
正
十
四
、
八
）
、
表
題
不
明
（
天
正
十
三
、
七
）
、
遣
相
証
性
（
天
正
十
四
、
八
）
の
光
胤
の
諭
草
が
あ
っ
た

こ
と
を
記
す
。
そ
し
て
光
胤
は
一
乗
院
門
跡
の
学
問
を
指
導
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

興
福
寺
略
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
光
胤
は
応
仁
二
年
に
七
十
三
を
も
っ
て
入
滅
し
た
。
し
て
み
る
と
一
三
九
六
’
一
四
六
八
の
人
で
、
東

院
の
光
暁
（
一
三
五
九
’
一
四
三
三
）
よ
り
三
十
七
の
年
少
、
大
乗
院
の
尋
尊
（
一
四
三
○
’
一
五
○
八
）
（
雑
事
記
の
筆
者
）
よ
り
三
十
四
の

年
長
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
光
胤
は
前
の
永
秀
、
定
渭
、
ま
た
は
佛
地
院
の
光
盛
な
ど
と
共
に
、
足
利
時
代
に
お
け
る
唯
識
教

学
の
復
興
に
↑
最
も
功
献
し
た
学
匠
で
あ
っ
た
。

読
師
云
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
手

み
れ
ば
、
風
情
な
き
唯
識
な
り
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
注
釈
は
簡
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
同
学
抄
、
ま
た
は
鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
一
法
中
道
の
諭
義
に
対
照
す
れ
ば
、

い
よ
い
よ
明
か
で
あ
る
。
聞
害
に
は
、
三
性
対
望
の
中
道
は
一
法
中
道
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
深
義
が
あ
ら
わ
れ
る
い
う
が
、
し
か
し
そ
の

一
法
中
道
に
つ
い
て
、
ま
た
三
性
対
望
の
中
道
に
つ
い
て
、
明
か
に
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
し
、
さ
ら
に
後
者
が
前
者
に
依
る
こ
と
に
つ
い

中
道
（
セ
ノ
三

二

あ
ま
り
に
大
事
な
り
。
な
か
な
か
沙
汰
に
及
ば
ず
。
一
法
中
道
の
沙
汰
な
り
。
お
卜
曾
て
三
性
対
望
の
中
道
と
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読
師
一
再
堯
尋
（
源
恩
房
）
と
良
英
（
舜
観
房
）
と
、
中
道
の
こ
と
諄
論
な
り
。
堯
尋
は
只
有
を
ば
、
あ
り
の
ま
ま
に
有
と
知
れ
ば
中
道

な
り
。
非
有
な
る
も
の
を
有
と
謂
（
お
も
）
わ
ぱ
、
誠
ひ
が
事
な
り
。
有
な
る
も
の
を
有
と
い
う
は
正
智
の
正
解
な
り
。
正
解
に
契
う
な

れ
ば
、
中
道
に
契
う
な
り
云
為
良
英
は
、
い
か
よ
う
に
も
中
途
の
義
を
中
道
と
い
う
が
故
に
、
非
有
非
無
を
中
道
と
い
う
な
り
云
灸

こ
の
よ
う
に
聞
言
に
は
釈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
原
文
で
は
和
文
と
漢
文
と
混
渭
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
前
の
同
学
抄
な

ど
は
、
す
べ
て
漢
文
を
も
っ
て
書
か
れ
、
こ
こ
に
時
代
の
推
移
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
唯
識
論
（
八
、
二
三
）
に
、
依
他
起
性
と
円
成
実
性
が
、
不
一
不
異
な
る
こ
と
を
説
い
て
、
も
し
（
両
者
が
）
不
異
で
あ
れ
ば
、

と
も
に
浄
と
不
浄
と
の
境
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
聞
書
に
は
、

光
胤
申
云
、
こ
の
こ
と
は
子
細
あ
る
こ
と
な
り
。
肝
要
の
口
伝
に
は
、
自
他
宗
の
論
＄
た
だ
理
と
事
と
の
あ
い
わ
に
、
取
り
向
て
沙
汰

す
る
と
き
、
楽
に
会
釈
し
、
他
（
宗
）
も
異
の
辺
を
存
し
、
自
（
宗
）
も
一
の
辺
を
存
し
て
差
別
な
き
よ
う
な
れ
ど
、
縁
起
之
源
に
帰
し
、

論
の
堺
を
見
る
、
へ
し
。
大
い
に
水
火
の
論
な
り
。
真
如
縁
起
、
種
子
縁
起
の
根
元
よ
り
し
て
の
こ
と
な
り
。
真
如
縁
起
は
；
有
為
が
真
如

よ
り
縁
起
す
る
が
故
に
、
一
向
に
一
物
な
り
。
自
宗
は
有
為
（
種
子
）
よ
り
縁
起
す
る
が
故
に
、
不
一
の
辺
、
勿
論
な
り
。
こ
の
こ
と
秘

て
も
、
ま
た
何
も
言
わ
画
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
光
胤
の
解
釈
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
唯
識
論
（
七
、
一
三
）
所
引
の
中
辺
論
の
二
頌
（
虚
妄
分
別
有
等
）
に
つ
い
て
、
そ
の
う
ち
の
唯
の
字
な
ど
に
、
簡
単
な
注
釈
が

見
ら
れ
る
の
み
で
、
こ
の
外
の
こ
と
は
一
法
中
道
（
と
い
う
論
義
）
の
才
覚
な
り
と
な
し
、
こ
れ
も
省
略
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

中
道
と
い
う
は
如
何
。
こ
れ
を
聞
書
は
次
前
に
釈
す
る
の
で
あ
る
。

光
胤
申
云
、
中
と
い
う
は
非
辺
な
れ
ば
、
中
は
ま
づ
中
（
な
か
）
か
・

評
定
日
、
中
の
言
を
道
に
中
る
（
あ
た
る
）
と
い
う
料
簡
あ
り
。
こ
の
こ
と
不
審
な
り
。
釈
に
背
く
が
故
に
。

読
師
云
、
（
論
文
の
）
中
道
に
契
会
す
る
と
は
、
か
か
る
理
李
電
理
の
如
く
、
知
る
正
智
に
か
な
う
な
り
と
い
う
意
な
り
。
理
を
中
道

に
と
る
は
知
り
易
し
。

寸門
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』
今

幸
手
拝
挫
ｈ
ノ
○

右
の
如
く
、
こ
こ
に
理
事
の
一
異
に
つ
い
て
、
大
い
に
論
争
の
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
す
が
、
し
か
し
そ
の
論
争
の
内
容
に
つ
い
て
↑
ほ

と
ん
ど
何
も
云
わ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
前
の
貞
慶
、
良
遍
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
論
義
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
唯
識

論
（
三
、
二
九
）
に
、
遣
相
の
空
理
と
あ
る
に
つ
い
て
（
聞
書
三
ノ
三
）
、

面
点
評
定
あ
り
。
あ
る
評
定
に
は
無
相
の
真
理
か
。

読
師
云
、
依
他
、
円
成
の
空
を
と
も
に
遣
相
の
空
理
の
空
に
取
る
、
へ
し
と
云
々

光
胤
申
云
＄
こ
の
空
と
い
う
は
教
説
の
空
な
り
。
教
に
空
と
説
く
は
遍
計
の
分
な
る
を
、
清
弁
は
こ
の
空
の
文
を
執
し
て
、
依
円
皆
空

と
な
れ
ば
、
自
宗
に
お
い
イ

こ
と
共
に
い
わ
れ
あ
り
云
灸

と
い
う
。
こ
れ
は
有
為
と
無
為
、
事
と
理
と
の
伝
統
的
な
解
釈
を
、
平
易
に
解
説
す
る
の
で
あ
る
。

読
師
云
、
こ
の
こ
と
他
宗
の
理
事
を
意
得
お
か
ざ
る
上
は
、
兎
角
、
申
が
た
き
こ
と
な
り
。
先
年
、
東
院
（
光
暁
）
御
物
語
あ
り
。
あ

る
講
問
に
、
理
事
一
異
の
沙
汰
あ
り
し
と
き
、
間
者
は
常
の
よ
う
に
他
宗
に
明
す
こ
と
を
難
に
あ
げ
、
講
師
は
↑
他
宗
は
存
知
せ
ざ
る
こ

と
な
れ
ば
、
自
宗
に
お
い
て
、
事
理
の
一
と
別
と
を
決
判
す
尋
へ
し
云
々
間
（
者
）
と
講
（
師
）
と
諄
論
に
及
び
た
り
。
お
よ
そ
両
方
あ
る

読
師
云
、
吾
、
申
す
も
、
そ
の
意
な
り
云
友

と
あ
る
。
こ
の
光
胤
の
釈
も
、
ま
た
伝
統
的
な
解
釈
を
平
易
に
あ
か
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
依
円
皆
空
と
執
す
れ
ば
、
阿
頼
耶
識
、
お

よ
び
一
切
法
を
擬
無
し
、
染
浄
の
因
果
を
実
に
あ
ら
ず
と
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
大
邪
見
で
あ
る
と
、
唯
識
論
に
批
難
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
聞
害
に
は
、

光
胤
申
云
、
こ
の
実
に
あ
ら
ず
は
擬
無
の
義
か
。

読
師
云
、
擬
無
の
義
な
り
。
。
…
・
・
抑
、
清
弁
の
溌
無
の
執
見
の
前
に
は
、
万
差
の
諸
法
は
悉
く
現
ぜ
ず
。
皆
も
っ
て
無
な
り
と
見
ゅ
る

光
胤
申
云
＄
こ
の
空
と
い
↑
「

と
す
る
な
り
と
い
う
意
な
り
．
．
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こ
こ
に
私
云
と
あ
る
は
、
お
そ
ら
く
聞
害
の
筆
者
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
聞
書
の
う
ち
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
私
云
が
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
私
云
の
説
は
、
皆
空
を
も
っ
て
非
安
立
と
す
る
。
皆
空
は
真
空
妙
有
の
真
空
と
す
れ
ば
、
円
成
実
性
を
さ
す
の
で
あ
る
。
し
て
み

る
と
皆
空
と
観
ず
る
こ
と
は
、
円
成
実
性
を
証
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
唯
識
と
皆
空
と
一
致
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
光
胤
に

も
、
ま
た
そ
う
い
う
説
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
に
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
の
聞
害
で
は
、
そ
れ
が
私
云
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
光
胤
の
説
は
、
皆
空
と
は
遍
計
所
執
に
つ
い
て
云
う
の
で
あ
っ
て
、
依
他
、
円
成
に
つ
い
て
説
く
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は

伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る
。
訓
諭
談
義
と
い
う
光
胤
の
公
的
な
解
釈
と
し
て
、
そ
れ
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
同
学
抄
と
光
胤
聞
書
と
の
間
に
は
、
二
百
五
十
年
の
歳
月
を
へ
だ
て
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
唯
識
宗
に
も
、
ま
た
大
な
る
推

移
が
あ
っ
た
。
同
学
抄
は
、
唯
識
論
に
お
い
て
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
を
あ
げ
↑
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
諭
義
を
、
本
論
に
し
た
が
っ

て
集
録
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
は
、
唯
識
論
の
綱
要
を
明
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
文
友
句
女
を
注
釈
す
る
も
の
で
も
な
い
。

同
学
抄
で
は
、
そ
れ
に
集
録
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
充
分
な
研
究
が
行
わ
れ
、
異
義
を
会
し
、
正
意
を
決
択
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
そ
の
箇
女
の
論
義
は
、
本
論
全
体
か
ら
い
え
ば
、
断
片
的
な
も
の
で
、
唯
識
思
想
の
全
体
を
総
合
的
に
明
か
に
す
る
も
の

遍
計
所
執
を
意
得
た
る
よ
星

読
師
云
、
誠
に
爾
な
り
。

私
云
、
清
弁
す
で
に
世
諦
に
は
諸
法
有
云
々
こ
れ
は
現
見
の
分
を
世
諦
と
い
う
鰍
。
皆
空
と
い
う
は
悟
情
の
談
門
の
玄
旨
な
り
。
正

し
く
非
安
立
、
真
空
の
観
解
の
前
に
は
、
皆
空
と
み
ゆ
る
と
こ
そ
清
弁
は
申
す
ら
め
。
お
よ
そ
外
道
は
擁
無
の
執
を
お
こ
す
と
い
え
ど
も
、

現
見
の
分
は
有
な
り
と
存
す
。
外
道
の
悟
の
前
に
は
、
い
か
が
あ
る
と
申
す
や
ら
む
。

光
胤
申
云
、
清
弁
、
多
重
の
勝
義
を
た
つ
る
か
論
義
な
り
。
清
弁
も
妄
有
真
空
と
申
せ
ど
も
、
妄
有
の
談
、
い
か
さ
ま
に
も
、
護
法
の

遍
汁
訴
執
を
意
得
た
る
よ
う
に
、
よ
も
あ
ら
じ
。

鍬
。
不
審
な
り
。
増
益
の
執
見
の
前
に
は
、
如
幻
な
る
法
も
実
有
と
し
て
み
ゆ
る
な
れ
ば
、
損
減
の
執
の
前
に
は
、
こ
れ
に
翻
じ
て
、
無

と
し
て
み
ゆ
雫
へ
き
か
と
覚
し
き
な
り
。
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ら
れ
↑
し
か
も
そ
れ
酎

す
る
と
お
り
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
論
義
を
本
論
、
乃
至
は
述
記
，
三
ケ
疏
な
ど
に
対
照
し
て
研
究
す
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
ら
の
論
義
の
若
干
を
研
究
し
↑
そ
れ
で
能
事
お
わ
れ
り
と
誤
解
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
同
学
抄
よ
り
後
、
幾
多
の
論
草
が
作

ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
勝
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
お
右
の
よ
う
な
欠
点
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
良
遍
が
指
摘

で
は
な
い

お
よ
そ
訓
諭
と
い
う
は
、
唯
識
本
論
を
講
読
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
読
師
一
人
が
講
読
す
る
の
で
は
な
く
、
講
座
に
列

し
た
学
匠
よ
り
、
そ
の
講
義
に
つ
い
て
自
ら
の
意
見
が
の
尋
へ
ら
れ
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
評
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
訓
諭
談
義
に
お

い
て
は
、
唯
識
論
の
綱
要
が
研
究
せ
ら
れ
た
。
個
友
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
外
の
こ
と
は
、
一
法
中
道
（
と
い
う
諭
義
）
の
才
覚
な
り

と
い
う
よ
う
に
、
詳
細
な
研
究
が
省
略
せ
ら
れ
、
あ
く
ま
で
本
論
全
体
の
綱
要
を
と
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
訓
諭
談
義
の
速
記
を
、
整
理
し
た
の
が
訓
諭
聞
害
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
学
抄
よ
り
前
に
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
訓

諭
聞
書
の
存
在
価
値
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
聞
書
に
も
、
少
し
く
欠
本
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例

え
ば
第
八
日
よ
り
第
十
八
日
ま
で
の
部
分
が
欠
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
つ
頃
か
け
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
唯
識
諭
の

第
一
巻
よ
り
第
十
巻
に
い
た
る
全
体
が
、
ま
と
ま
っ
て
遣
る
の
は
光
胤
の
聞
耆
の
他
に
は
な
い
。

そ
し
て
こ
の
訓
諭
と
と
も
に
諭
義
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
学
匠
は
論
義
の
た
め
、
古
い
論
草
を
研
究
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

ま
た
自
ら
論
草
を
起
稿
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
草
が
今
日
も
↑
な
お
多
数
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い

て
は
訓
諭
と
論
義
と
↑
両
女
、
相
俟
っ
て
充
分
に
教
学
の
研
究
が
行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
訓
諭
聞
害
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
、
唯
識

思
想
の
本
格
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
な
い
。
し
か
る
に
難
解
な
唯
識
思
想
を
、
平
易
な
和
漢
の
混
清
文
を
も
っ
て
、
解
明
し
て
い
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
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前
記
の
如
く
、
長
禄
二
年
の
訓
論
に
は
、
永
秀
…
光
胤
、
定
清
が
交
替
し
て
読
師
を
つ
と
め
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
三
人
は
す
で
に
六

十
歳
を
こ
え
、
一
宗
学
匠
の
長
老
で
あ
っ
た
。
ま
た
光
胤
聞
言
に
も
、
こ
れ
ら
三
人
が
交
替
し
て
＄
読
師
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
る
と
い

う
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
光
胤
聞
耆
は
長
禄
二
年
、
訓
論
の
速
記
録
が
草
本
と
な
っ
て
い
る
か
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
く
て

も
、
そ
れ
よ
り
余
り
古
い
時
代
の
も
の
で
な
か
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
光
胤
聞
書
は
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
よ
り
、
光
胤
入
滅
の
明
応
二
年
（
一
四
六
八
）
ま
で
の
十
年
間
に
、
そ
の
草
本
が
成

立
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
十
年
後
の
文
明
十
一
年
（
一
四
七
八
）
ま
で
の
間
に
～
い
く
度
か
文
章
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
現
存
の
如
き

そ
れ
で
は
光
胤
訓
諭
聞
吾
は
、
い
つ
頃
、
制
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
光
胤
聞
書
、
三
ノ
ー
終
に
、
表
紙
裏
云
と
し
て
、
問
、
小
乗
は
‘

い
か
な
る
子
細
に
て
大
乗
経
を
佛
滅
後
の
説
と
い
う
や
。
興
基
自
案
云
…
：
と
い
う
一
文
を
記
し
、
そ
の
興
基
の
傍
註
に
、
文
明
十
一
年

巳
亥
の
末
学
な
り
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
次
下
に
、
こ
の
一
箇
条
は
興
基
の
、
筆
な
り
と
い
う
。
興
基
は
文
明
十
二
年
に
↑
七
十
一
を
も

っ
て
入
滅
し
た
か
ら
、
し
た
が
っ
て
文
明
十
一
年
は
そ
の
前
年
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
光
胤
聞
書
は
、
お
そ
く
て
も
文
明
十
一
年
よ

り
前
に
、
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
聞
書
の
草
案
は
、
す
で
に
光
胤
の
入
滅
以
前
、
即
ち
応
仁
二
年
よ
り
前
に
、
成
立
し
て
い
た
と
み
て
妨
は
な
い
。
そ
し
て

応
仁
二
年
は
、
文
明
十
一
年
よ
り
十
年
前
で
あ
る
。
ま
た
第
十
巻
の
訓
諭
聞
害
の
初
に
は
、
初
三
分
一
は
永
秀
律
師
、
後
三
分
一
、
三
身

段
は
定
清
五
師
談
之
、
四
智
と
究
寛
位
の
二
段
は
光
胤
沙
汰
也
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
十
巻
は
、
右
の
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
読

師
を
分
担
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
第
一
巻
よ
り
第
九
巻
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
分
担
し
た
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
全
く
不
明
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
読
師
云
と
し
て
で
は
な
く
、
光
胤
申
云
と
し
て
、
つ
ね
に
光
胤
の
釈
が
み
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
読
師
は
他

の
人
が
引
請
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う

三
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も
の
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
訓
諭
談
義
は
百
二
十
三
日
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
聞
吉
は
現
存
す
る
だ
け
で
も
、
二
十
七
巻
と
い
う
大
部

の
注
釈
で
あ
る
。
こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
整
理
す
る
に
は
、
並
倉
な
ら
ぬ
努
力
と
、
可
な
り
長
い
年
月
が
必
要
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら

く
、
そ
れ
に
十
数
年
の
年
月
が
必
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
当
で
あ
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
誰
が
、
こ
の
間
害
の
筆
者
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
聞
書
に
記
さ
れ
ぬ
か
ら
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
筆
者
は
少
く
と
も

そ
の
訓
諭
の
会
座
に
出
仕
し
て
い
た
は
づ
で
あ
る
。
訓
諭
聞
書
に
最
も
多
く
そ
の
名
が
み
え
る
は
、
読
師
と
光
胤
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
多
く

み
え
る
の
は
、
琳
舜
房
、
良
明
房
、
良
善
房
、
延
帳
房
な
ど
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
は
、
し
ば
し
ば
訓
諭
の
会
座
に
お
い
て
発
言
し
て

い
る
。
琳
舜
房
は
永
秀
で
あ
り
、
延
帳
房
は
訓
営
二
三
八
六
ｌ
）
で
あ
る
が
、
良
明
房
、
良
善
房
な
ど
目
下
の
と
こ
ろ
所
見
が
な
い
。

そ
し
て
永
秀
は
光
胤
よ
り
四
年
、
訓
営
は
十
年
の
先
輩
で
あ
る
。

そ
の
他
、
聞
言
に
は
院
主
云
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
随
処
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
院
主
が
誰
で
あ
る
か
解
ら
な
い
。
あ
る
い
は
修
南
院
の
光

憲
（
一
四
二
’
一
四
八
一
）
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
・
光
憲
は
光
胤
よ
り
十
五
の
年
少
で
あ
っ
て
、
東
院
光
暁
の
弟
子
で
あ
り
、
そ
し
て

営
尊
の
師
匠
と
な
っ
た
。
こ
の
光
憲
は
可
な
り
の
学
匠
で
あ
り
、
永
秀
、
光
胤
な
ど
に
伍
し
て
発
言
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
光
胤
の
後
輩
と
な
る
人
に
、
読
師
と
な
っ
た
定
清
が
あ
る
。
ま
た
聞
吾
（
大
正
六
六
・
九
○
一
）
に
は
、
訓
諭
談
義
が
お
わ
っ

て
帰
っ
て
か
ら
、
薬
師
寺
の
堯
観
房
（
長
乘
一
四
一
四
’
一
四
八
○
）
が
光
胤
と
談
合
し
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
薬
師
寺
堯
観
房
云
と
し
て
、

そ
の
解
釈
を
記
す
と
こ
ろ
も
あ
る
（
六
二
五
）
。
し
て
み
る
と
長
乗
も
ま
た
こ
の
訓
諭
に
、
出
仕
し
て
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
聞
耆
に
は
、
私
云
と
し
て
記
さ
れ
る
解
釈
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
必
し
も
訓
諭
の
会
座
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
も

の
と
云
え
な
い
。
そ
の
う
ち
に
後
日
、
補
足
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
も
こ
の
私
云
と
い
う
解
釈
を
た
て
た
人
が
、
聞
害

の
筆
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
正
蔵
経
に
は
光
胤
聞
書
の
次
に
、
光
胤
草
、
訓
諭
日
記
と
い
う
一
帖
を
収
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
断
片

的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
良
勝
房
云
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
解
釈
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
良
勝
房
が
興
基
（
一
四
一
○
’
一

四
八
○
）
で
あ
る

つワ
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ま
た
こ
の
訓
論
日
記
の
う
ち
に
、
如
先
年
聞
害
の
文
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
光
胤
の
一
代
に
は
、
少
く
と
も
数
回
の
訓
諭
談
義
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
記
に
い
う
訓
諭
と
、
聞
害
に
い
う
訓
諭
と
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
興
基
は
光
胤
よ
り
十
三
、
長
乗
は
與
基
よ
り
さ
ら
に
五
年
の
年
少
で
あ
り
、
そ
れ
に
長
乗
は
、
聞
書
に
い
う
訓
諭
に
出
仕
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
て
み
る
と
興
基
も
ま
た
そ
の
訓
諭
に
＄
出
仕
し
て
い
た
と
み
て
妨
は
な
い
。

そ
し
て
聞
害
に
私
云
と
い
う
中
に
、
師
範
上
綱
堯
尋
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
（
大
正
六
六
、
七
一
○
・
八
九
一
・
八
九
三
。
源
恩
房
堯
尋

は
、
光
胤
よ
り
三
十
年
ほ
ど
年
長
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
私
云
と
い
う
人
は
、
堯
尋
の
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
私
云

を
み
る
と
、
読
師
の
説
を
批
評
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
訓
営
の
解
釈
は
芳
非
で
あ
っ
て
、
大
概
は
未
領
解
の
こ
と
を
申
す
人
な
り
と

批
難
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
教
学
に
つ
い
て
も
、
余
ほ
ど
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
に
興
基
は
、
そ
の
訓
諭
に
出
仕
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
聞
書
に
は
、
良
勝
房
と
も
興
基
と
も
記
さ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
後
年

追
筆
の
端
書
に
興
基
の
名
が
み
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
私
云
は
興
基
で
あ
り
、
そ
し
て
聞
言
は
與
基
に
よ
っ
て

筆
録
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

唯
識
大
乗
に
は
、
そ
う
い
う
一
面
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
て
以
来
、
先
学
・
先
徳
に
よ
っ
て
、
信
解
せ
ら
れ
、

実
践
さ
れ
た
。
唯
識
論
、
あ
る
い
は
述
記
、
三
ケ
疏
な
ど
を
日
本
文
と
し
て
よ
む
。
そ
の
こ
と
に
は
、
し
ば
し
ば
訂
正
が
加
え
ら
れ
、
平

安
中
期
に
、
完
成
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
と
に
唯
識
論
の
如
き
、
難
解
な
諭
吉
は
、
注
釈
な
し
に
よ
ん
で
み
て
も
、
と
う
て
い
正
し

光
胤
聞
書
で
は
唯
識
思
想
の
解
釈
が
単
純
化
せ
ら
れ
、
簡
単
明
瞭
な
か
た
ち
に
お
い
て
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
前
引
の
聞
書
の
文
を
み
れ

ば
明
か
で
あ
る
。
お
よ
そ
唯
識
思
想
は
印
度
大
乗
と
し
て
、
そ
の
後
期
に
成
立
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
印

度
に
あ
っ
た
佛
教
思
想
が
、
ほ
と
ん
ど
全
部
摂
取
せ
ら
れ
、
唯
識
思
想
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
体
系
は
甚
だ
大
な

る
も
の
と
な
り
、
ま
た
そ
の
解
釈
も
極
め
て
精
細
な
も
の
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
一
般
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
信
仰
さ
れ
な
か
つ

た
で
↑
め
ろ
』
っ
。
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そ
し
て
光
胤
聞
書
は
後
者
の
傾
向
に
属
す
る
。
ま
た
こ
の
聞
害
に
は
、
し
ば
し
ば
古
い
聞
害
に
あ
り
と
い
う
文
が
み
ら
れ
る
。
し
て
み

る
と
訓
諭
談
義
は
光
胤
聞
害
よ
り
前
に
、
い
く
度
も
行
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
い
つ
頃
、
初
め
ら
れ
た
か
明
か
で
は
な
い
。

こ
と
に
光
胤
聞
書
は
、
和
漢
の
混
渭
文
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
同
時
代
の
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
も
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
か

ら
、
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
宗
義
を
記
す
に
、
こ
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
る
こ
と
は
、
前
の
時
代
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

わ
ず
か
に
良
遍
の
唯
識
二
巻
抄
が
、
和
文
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
生
母
の
た
め
、
と
く
に
唯
識
思
想
を
平
易
に
説
い
た
か

ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
著
作
は
良
遍
に
お
い
て
も
、
ま
た
す
べ
て
漢
文
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

唯
識
宗
は
奈
良
・
平
安
朝
こ
の
か
た
鎌
倉
初
期
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
を
研
究
す
る
人
は
、
主
と
し
て
公
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
鎌
倉
の
中
期
よ
り
後
、
そ
の
中
心
は
他
に
う
つ
り
、
庶
民
出
身
の
人
が
そ
の
中
心
と
な
っ
た
。
光
胤
の
聞
害
に
お
い
て
、
和
漢
の
混

渚
文
を
も
っ
て
、
唯
識
論
が
平
易
に
解
説
さ
れ
た
こ
と
は
↑
こ
の
よ
う
な
庶
民
化
の
傾
向
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
こ
こ
に
時
代
の
推
移
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

く
理
解
さ
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
必
要
、
最
少
限
度
の
注
釈
が
、
述
記
の
う
ち
か
ら
選
択
せ
ら
れ
、

本
論
の
行
間
に
適
当
に
附
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
導
注
で
あ
る
。

導
注
の
成
立
は
、
本
論
を
日
本
文
と
し
て
よ
む
読
み
方
の
完
成
よ
り
、
少
し
く
前
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
日
本
文
と
し

て
よ
む
読
み
方
と
、
導
注
と
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
↑
し
か
も
こ
の
唯
識
思
想
を
研
究
す
る
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
唯
識
論
、
あ
る
い
は
述
記
、
三
ケ
疏
な
ど
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と
、
い
ま
一
つ
は
、
そ
の
要

点
を
簡
明
な
か
た
ち
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
と
＄
そ
う
い
う
二
の
傾
向
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
鎌
倉
時
代
に
も
す

で
に
み
ら
れ
た
。
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つ
ぎ
に
光
胤
に
は
、
三
種
菩
提
心
、
中
道
空
観
之
事
、
遣
相
証
性
観
之
事
と
い
う
小
篇
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
学
識
、

乃
至
、
信
念
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
三
種
菩
提
心
）
光
胤
は
三
種
の
菩
提
心
を
た
て
、
佛
道
修
行
に
精
進
す
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
。

（
一
）
厭
離
有
為
心
。
ま
ず
五
龍
無
常
の
身
心
を
厭
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
人
間
は
百
年
の
命
を
保
つ
に
し
て
も
、
す
ぎ
て
し
ま
え

ば
、
夢
の
如
し
、
幻
の
如
し
で
あ
る
。
ま
し
て
老
少
不
定
な
る
に
お
い
て
お
や
。
寒
さ
に
も
暑
さ
に
も
、
食
う
に
も
着
る
に
も
、
時
に
し

た
が
い
縁
に
ふ
れ
て
不
安
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
幼
な
け
れ
ば
幼
い
で
、
万
事
は
心
に
ま
か
せ
ず
、
長
ず
れ
ば
長
じ
た
で
、
百
労
は
身

ま
し
て
高
い
熱
を
い
だ
し
重
い
病
に
苦
し
む
と
き
、
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
痛
苦
で
あ
ろ
う
か
。
眼
は
か
す
み
腰
が
ま
が
る
。
い
よ
い

よ
老
苦
が
せ
ま
れ
る
と
き
、
や
が
て
死
地
に
お
も
む
く
こ
と
を
予
見
し
て
、
戦
喋
せ
ぬ
も
の
は
な
か
ろ
う
。
し
ば
ら
く
も
屠
羊
の
歩
み
は

と
ど
ま
ら
ぬ
。
一
た
び
死
地
の
刀
風
が
形
を
解
け
ば
、
た
ち
ま
ち
に
末
摩
を
断
じ
＄
一
時
に
百
千
の
重
苦
が
む
ら
が
り
起
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
そ
の
と
き
如
何
な
る
、
は
か
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、
ひ
と
り
黒
闇
の
中
有
を
さ
ま
よ
う
。
今
日
も
知
ら
ず
、
明
日
も
解
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
た
だ
苦
し
む
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、

厭
離
の
心
を
生
ず
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
苦
な
る
も
の
は
、
ま
た
無
常
で
あ
る
。
よ
ろ
し
く
苦
、
無
常
を
も
っ
て
厭
離
の
心
を
生
ず
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
無
常
な
る
も
の
は
不
浄
で
あ
る
。
三
十
六
物
の
不
浄
、
百
二
十
八
の
惑
障
、
無
数
の
稔
濁
が
身
心
に
充
満
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
身
心
に
、
一
念
の
愛
着
を
も
起
す
琴
へ
き
で
は
な
い
。
よ
ろ
し
く
有
漏
五
穂
の
身
心
を
厭
離
す
今
へ
き
で
あ
る
。
色
界
、
無
色
界

の
行
苦
を
厭
う
蕊
へ
き
こ
と
も
、
欲
界
に
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

（
二
）
欣
求
菩
提
心
。
無
上
の
妙
果
を
ね
が
い
、
菩
提
の
勝
徳
を
求
む
蕊
へ
き
で
あ
る
。
佛
に
は
五
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
実
真
如
と
四

を
な
や
ま
す
の
で
あ
る
。

山｜

ワ弓
竺 曹



た
と
え
現
在
は
、
互
に
譽
敵
と
な
り
拮
抗
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
前
の
生
涯
で
は
父
母
で
あ
っ
た
か
し
れ
な
い
。
よ

ろ
し
く
生
友
の
父
、
世
友
の
母
を
念
ず
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
今
は
生
涯
を
へ
だ
て
て
い
て
も
、
そ
の
恩
に
へ
だ
た
り
は
な
い
。
た
と
え

姿
は
か
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
の
徳
に
変
り
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
恩
徳
の
ふ
か
き
を
知
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
深
信
の
あ
つ
き
こ
と
を
思
え
ば
、
や
は
り
千
里
も
遠
く
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
う
い
う
人
が
今
は
限
り
な
く
重
苦
を
う
け
、
苦
悩
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
を
思
い
此
を
念
じ
、
ま
さ
に
法
界
の
衆

生
に
お
い
て
、
哀
感
の
心
を
お
こ
す
鎌
へ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
意
を
得
れ
ば
、
済
度
利
楽
の
方
便
を
め
ぐ
ら
す
齢
へ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
胤
は
三
種
の
菩
提
心
を
明
す
の
で
あ
る
。
法
界
の
衆
生
を
哀
感
す
る
に
は
、
一
切
種
智
を
求
む
く
き
で
あ
る
。
そ
し

て
一
切
種
智
を
求
め
る
に
は
、
ま
ず
生
死
の
過
患
を
い
と
う
べ
き
で
あ
る
。
一
念
の
道
心
と
は
、
こ
の
他
の
何
者
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う

大
梵
迦
陵
の
音
声
が
あ
る
。

智
心
品
（
円
鏡
、
平
等
、
妙
観
、
成
事
）
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
三
身
に
ひ
ら
く
。
一
実
真
如
は
法
身
如
来
、
四
智
心
品
は
報
身
の
実
佛
で

あ
る
。
智
品
は
機
の
大
小
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
、
他
受
用
身
と
な
る
。
佛
に
三
十
二
相
、
八
十
随
好
が
あ
り
、
ま
た
見
者
無
厭
の
色
身
、

く
負
着
し
追
求
し
て
、
到
伶

な
が
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
、
佛
は
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
、
巨
益
を
得
し
め
た
ま
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
化
身
の
色
声
、
箆
浅
の
功
徳
に
お
い

て
、
そ
う
い
う
巨
益
が
あ
る
。
ま
し
て
自
受
用
、
周
遍
法
界
の
根
境
、
そ
し
て
他
受
用
、
八
万
四
千
の
相
好
に
お
い
て
は
猶
更
で
あ
る
。

そ
れ
に
十
方
世
界
の
衆
生
は
、
念
女
に
善
逝
の
果
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
た
し
か
に
大
丈
夫
で
あ
る
。
我
も
ま
た
、
そ
の
よ
う

に
す
今
へ
き
で
あ
る
。
自
ら
退
屈
す
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
菩
提
を
求
む
く
き
で
あ
る
。

（
三
）
深
念
衆
生
心
。
ふ
か
く
法
界
の
衆
生
を
念
ず
べ
き
で
あ
る
。
沈
女
た
る
苦
海
に
は
、
無
常
遷
流
の
浪
を
た
て
て
、
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
愁
女
た
る
長
夜
に
は
、
分
段
有
涯
の
夢
を
結
ん
で
、
さ
め
る
こ
と
な
し
。
た
ま
た
ま
人
天
の
浪
間
に
う
か
べ
ば
、
あ
く
こ
と
な

く
負
着
し
追
求
し
て
、
到
彼
岸
の
路
を
知
ら
ぬ
。
つ
い
に
奈
落
の
黒
闇
に
お
ち
ゆ
け
ば
、
も
っ
ぱ
ら
憂
悲
し
苦
悩
し
て
、
般
浬
梁
の
月
を
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に
光
胤
は
菩
提
心
を
明
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
解
脱
上
人
の
愚
迷
発
心
集
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
、
一
致
す
る
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
厭
離
、
欣
求
と
い
う
。
こ
れ
は
良
遍
の
厭
欣
抄
の
厭
欣
に
同
で
あ
る
。
厭
欣
抄
に
は
良
遍
の
弥
陀
念
佛
が
と
か
れ
、
そ

し
て
そ
の
念
佛
は
法
然
流
の
念
佛
と
、
必
ず
し
も
同
で
あ
る
と
い
え
な
い
が
、
し
か
し
貞
慶
‐
良
遍
の
よ
う
な
唯
識
宗
の
先
徳
が
、
弥
陀

念
佛
に
つ
い
て
、
自
ら
の
信
念
を
披
瀝
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
や
が
て
後
学
に
ふ
か
い
影
響
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
鎌
倉
の
前
期

で
あ
っ
た
が
↑
そ
の
後
、
興
福
寺
の
う
ち
に
、
阿
弥
陀
院
、
安
養
院
、
往
生
院
、
興
西
院
、
来
迎
院
な
ど
の
諸
院
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ

は
よ
う
や
く
弥
陀
念
佛
が
唯
識
宗
の
人
左
に
浸
透
し
‐
す
で
に
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
鎌
倉
の
末
期

光
胤
が
在
世
し
た
の
は
足
利
の
前
期
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
も
弥
陀
念
佛
は
、
禅
宗
と
と
も
に
、
新
し
い
佛
教
と
し
て
大
い
に
流
行
し

て
い
た
。
光
胤
の
眼
に
、
そ
う
い
う
時
代
の
動
向
が
う
つ
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
に
光
胤
が
菩
提
心
を
と
く
の
に
、
と
く
に
厭
離
、
欣

求
と
い
う
は
↑
そ
う
い
う
時
代
的
な
影
響
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
菩
提
心
は
聖
道
門
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
も

そ
れ
を
と
く
の
に
、
浄
土
門
的
な
言
葉
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
動
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
小
篇
に
よ
っ
て
、
光
胤
も
単

に
宗
学
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
信
念
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

で
↑
め
る
。

（
中
道
空
観
之
事
）
ま
た
光
胤
に
は
中
道
空
観
之
事
と
い
う
一
帖
が
あ
る
。
そ
の
奥
に
～
嘉
元
元
年
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
光
胤
、

四
十
九
の
作
で
あ
る
。
お
よ
そ
因
縁
生
と
は
、
し
ば
ら
く
家
に
つ
い
て
い
え
ば
＄
そ
れ
は
大
工
な
ど
の
手
足
の
作
用
、
斧
、
鋸
、
あ
る
い

は
土
木
な
ど
の
作
用
、
そ
う
い
う
因
、
縁
か
ら
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
十
五
依
処
（
唯
識
論
八
、
一
）
の
う
ち
士
用
依
処
，
作
用

依
処
な
ど
で
あ
る
。
家
は
柱
、
梁
、
橡
、
棟
な
ど
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
家
を
組
み
た
て
る
作
具
で
あ
る
。
し
て
み
る

と
、
そ
う
い
う
家
に
実
体
は
な
い
。
家
は
因
縁
生
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
体
は
不
可
得
で
あ
る
。

五
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仮
不
実
と
な
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
実
法
の
執
が
あ
る
。
実
法
の
執
は
有
執
で
あ
り
、
増
益
の
執
で
あ
る
。
真
諦
に
お
い
て
虚
仮
の
義
は

平
等
で
あ
る
。
俗
諦
に
お
い
て
諸
法
の
性
相
を
示
す
は
、
義
に
し
た
が
っ
て
仮
に
施
設
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
種
子
よ
り
生
じ
た
諸
法
が
、

実
体
的
で
あ
る
と
い
う
は
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
理
世
俗
に
お
い
て
仮
説
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
真
諦
に
帰
入
す
れ
ば
、
す
《
へ
て
は
虚

そ
れ
で
は
青
黄
等
の
四
塵
は
、
い
か
な
る
因
縁
よ
り
生
ず
る
か
。
阿
頼
耶
識
の
う
ち
に
は
＄
そ
れ
の
種
子
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
に

能
造
の
四
大
な
ど
の
増
上
縁
が
む
す
び
つ
け
ば
、
そ
の
と
き
青
黄
等
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の

は
青
黄
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
種
子
と
四
大
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
青
黄
等
に
も
ま
た
実
体
は
な
く
不
可
得
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
種
子
は
如
何
な
る
因
縁
よ
り
生
ず
る
か
。
そ
れ
は
能
吏
（
七
転
識
）
と
所
車
（
第
八
識
）
と
和
合
す
る
と
き
生
ず
る
の
で
あ

る
。
し
て
み
る
と
種
子
も
ま
た
因
縁
生
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
体
は
な
く
不
可
得
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
所
雲
の
阿
頼
耶
識
は
、
い
か
な
る

因
縁
よ
り
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
因
縁
（
名
言
種
、
業
種
）
、
等
無
間
縁
、
所
縁
縁
、
増
上
縁
な
ど
が
和
合
す
る
と
き
生
ず
る
の
で

あ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
阿
頼
耶
識
に
も
ま
た
実
体
は
な
く
、
不
可
得
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
切
有
情
、
五
誼
世
間
、
乃
至
、
菩
提
；
三
十
二
相
＄
荘
厳
佛
土
に
い
た
る
ま
で
；
悉
く
因
縁
生
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

体
は
不
可
得
で
あ
る
。
た
だ
し
、
色
法
、
心
法
な
ど
を
わ
け
、
そ
の
仮
実
を
分
別
す
る
こ
と
は
、
俗
諦
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
も
し
真
諦

に
お
い
て
云
え
ば
、
す
べ
て
は
虚
仮
空
寂
と
な
る
《
へ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
胤
は
因
縁
生
と
い
う
こ
と
を
釈
す
る
の
で
あ
る
。
因
縁
生
の
も
の
は
、
三
性
で
い
う
な
ら
ば
、
依
他
起
性
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
依
他
起
性
は
如
幻
仮
有
で
あ
る
。
し
か
る
に
↑
迷
の
う
ち
に
あ
れ
ば
諸
法
が
如
幻
仮
有
な
る
こ
と
は
悟
れ
な
い
。
真
諦
の

円
成
実
性
を
悟
り
、
然
る
後
、
俗
諦
の
依
他
起
性
が
仮
有
な
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
前
に
光
胤
が
真
俗
二
諦
に
つ
い
て
云
う
は
、
こ

れ
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
真
諦
で
は
心
法
も
色
法
も
、
す
べ
て
虚
仮
空
寂
で
あ
る
。
こ
の
点
、
家
が
虚
仮
な
る
こ
と
に
少
し
も
変
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
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し
ば
ら
く
青
色
を
み
る
に
、
そ
れ
に
何
ら
の
実
体
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
現
に
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
実
体
が
あ
る
と
い
え
ば
、
家
に

も
ま
た
風
雨
を
し
の
ぐ
作
用
が
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
実
体
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
家
に
は
柱
梁
な
ど
の
他
に
；
別
に
そ
れ

の
実
体
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
青
色
に
も
、
ま
た
能
造
の
四
大
の
他
に
、
別
に
実
体
は
あ
り
え
な
い
。
乃
至
、
阿
頼
耶
識
も
ま
た
同
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
因
縁
生
の
も
の
は
不
可
得
、
不
可
得
な
る
も
の
は
皆
空
で
あ
る
。
こ
れ
は
増
益
の
執
を
遮
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
如
幻
仮
有
の
も
の
は
全
無
で
は
な
い
。
因
縁
生
の
事
相
は
、
決
し
て
全
無
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
木
材
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
家
と
な
ら
な
い
。
大
工
な
ど
が
斧
鋸
を
も
っ
て
柱
棟
等
を
つ
く
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
組
み
た
て
る
と
き
、
初
め
て
家
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
因
縁
の
事
相
が
な
け
れ
ば
、
決
し
て
家
は
た
て
ら
れ
ぬ
。
前
記
、
樹
木
の
四
塵
、
乃
至
ゞ
阿
頼
耶
識
、
菩
提

る
の
で
聖
め
る
。
こ
の
よ
』
一

な
ど
も
ま
た
同
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
事
相
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
仮
有
の
有
で
あ
る
。
仮
有
は
全
無
で
は
な
い
・
顕
色
に
は
可
見
の
事
相
が
あ

る
。
声
境
に
は
可
聞
の
事
相
が
あ
る
。
乃
至
、
心
法
に
は
縁
慮
の
事
相
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
相
は
如
幻
仮
有
で
あ
る
。
有
で
あ
る
か

ら
無
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
る
べ
き
も
の
を
無
と
お
も
え
ば
、
そ
れ
は
無
の
執
、
損
減
の
執
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
損
減
の
執
は
、

前
の
増
益
の
執
に
同
じ
く
遮
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
有
と
は
有
と
い
う
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
有
で
は
な
い
・
有
で
あ
っ
て
、
し
か
も
空
で
あ
る
。
そ
し
て
空
も
ま
た

単
な
る
空
で
は
な
い
・
空
で
あ
っ
て
、
し
か
も
有
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
有
と
空
と
は
、
因
縁
生
の
一
理
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
み
ら
れ

る
。
ゆ
え
に
非
有
な
も
の
が
非
空
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
が
中
道
で
あ
る
。

右
の
如
く
、
光
胤
は
空
観
が
中
道
観
な
る
こ
と
を
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
中
道
観
と
は
、
唯
識
中
道
観
な
る
こ
と
無
論
で
あ
る
。
空

観
の
至
極
は
中
道
で
あ
り
、
ま
た
究
章
の
唯
識
観
も
中
道
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
唯
識
観
と
空
観
と
は
本
来
、
一
致
す
べ
き
で
あ
る
。
良

遍
の
唯
識
中
道
に
お
い
て
も
、
唯
識
観
は
空
観
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
が
説
か
れ
た
。
い
ま
の
光
胤
の
釈
は
、
こ
れ
を
承
け
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
良
遍
は
三
性
相
対
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
光
胤
は
三
性
に
つ
い
て
何
も
触
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
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（
遣
相
証
性
観
之
事
）
ま
た
光
胤
に
は
、
遣
相
証
性
観
之
事
と
い
う
一
帖
が
あ
る
。
お
よ
そ
遣
相
証
性
観
と
は
五
重
の
唯
識
観
の
う

ち
、
そ
の
第
五
重
で
あ
っ
て
、
義
林
章
の
唯
識
章
に
と
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
唯
識
述
記
、
あ
る
い
は
総
料
簡
章
に
と
か
れ
る
唯
識
の
四

重
出
体
で
い
え
ば
、
第
一
の
摂
相
帰
性
体
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
相
は
依
他
の
事
相
、
性
は
真
如
の
理
性
で
あ
り
、
依
他
の
事
相
を
遮
造

し
て
、
真
如
の
理
性
に
お
い
て
、
唯
識
と
い
う
こ
と
を
悟
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唯
識
観
の
至
極
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
光
胤
は
、

こ
の
点
、
少
し
く
一
致
し
な
い
が
、
し
か
し
光
胤
の
因
縁
生
と
は
、
三
性
で
い
う
な
れ
ば
、
依
他
起
性
で
あ
り
↑
そ
し
て
そ
の
依
他
起

の
も
の
を
、
妄
っ
て
実
有
（
情
有
、
非
先
）
と
お
も
え
ば
、
そ
れ
は
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
遍
計
所
執
の
も
の
が
実
に
理
無
（
非

有
）
で
あ
る
と
悟
れ
ば
、
そ
の
と
き
依
他
起
性
は
仮
有
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
仮
有
は
如
幻
（
非
有
）
仮
有
（
非
先
）
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
如
実
に
知
ら
れ
る
の
は
、
円
成
実
性
が
真
空
（
非
有
）
妙
有
（
非
元
）
で
あ
る
と
実
証
さ
れ
た
後
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
光
胤
の

中
道
観
に
は
三
性
の
説
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
良
遍
の
中
道
観
で
は
、
渭
弁
の
空
観
と
、
護
法
の
唯
識
観
と
が
一
致
す
今
へ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
。
し
か
る
に
光
胤
は
、
清
弁
に
も

ま
た
護
法
に
も
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
光
胤
が
真
門
に
お
い
て
は
、
諸
法
が
不
可
得
空
と
い
う
は
↑
清
弁
の
説
に
相
通
ず
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
空
と
い
う
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
空
で
は
な
く
、
空
に
し
て
有
で
あ
る
と
い
う
は
、
護
法
の
説
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
光
胤
の
解
釈
に
は
、
良
遍
の
意
が
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
光
胤
が
諸
法
は
因
縁
生
の
故
に
不
可
得
（
無
自
性
）
で
あ
り
、
不
可
得
な
る
が
故
に
空
で
あ
る
と
い
う
は
、
龍
樹
、
中
論
の
所
説

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
中
論
が
↑
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
前
記
の
家
屋
、
四
塵
、
四
大
、
種
子
、
阿
頼

耶
識
な
ど
は
、
解
脱
上
人
の
法
相
宗
初
心
略
要
、
我
法
二
空
事
の
う
ち
、
法
空
を
釈
す
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
光
胤
は
こ
れ

を
承
け
る
で
あ
ろ
う
。

｛
ハ
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大
法
炬
陀
羅
尼
経
云
、
中
論
云
・
・
・
…

右
の
如
く
、
光
胤
は
経
論
の
類
文
を
引
用
し
、
終
り
に
、

不
得
有
無
、
内
外
無
住
、
其
本
性
而
無
住
之
心

と
む
す
ぶ
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
経
論
の
文
を
み
る
と
、
そ
れ
は
般
若
経
、
中
論
な
ど
の
文
で
あ
っ
て
、
唯
識
所
依
の
経
論
で
は
な

い
。
な
ぜ
光
胤
は
、
こ
こ
に
遣
相
証
性
観
を
釈
す
る
た
め
に
、
と
く
に
中
論
な
ど
を
引
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
胤
は
さ
き
の
中
道
空
観
之

事
に
お
い
て
、
唯
識
中
道
が
般
若
空
観
に
一
致
す
瓢
へ
き
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
い
ま
遣
相
証
性
観
に
お
い
て
般
若
経
、
中
論
な
ど
の
文
が

（
維
摩
）

佛
事
等
文

般
若
経
日
、
若
念
一
制

正
修
行
者
是
無
所
依
等
文

こ
れ
を
、
い
か
に
釈
す
る
か
と
い
う
に
、
ま
ず

夫
求
法
者
、
応
無
所
求
、
心
外
無
別
佛
、
佛
外
無
別
心
、
不
取
善
、
不
取
悪
。

と
な
し
↑
こ
れ
が
唯
識
の
真
証
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ぎ
に

中
論
（
観
行
品
十
三
）
云
、
若
有
不
空
法
、
即
応
有
空
法
、
実
無
不
空
法
、
何
得
有
空
法
等
文

心
地
観
経
第
八
、
観
心
品
云
々
文
殊
云
、
心
法
本
来
無
有
住
処
、
一
切
如
来
尚
不
見
心
、
何
況
余
人
得
見
心
法
等
文

（
維
摩
）
経
（
菩
薩
品
）
日
、
衆
生
如
、
一
切
如
、
如
無
有
生
、
如
無
有
滅
、
以
此
義
故
、
挙
足
下
足
、
不
離
道
場
、
於
念
女
中
、
常
作

大
宝
積
経
、
普
賢
品
云
、
我
心
自
空
等
文

経
日
、
空
心
不
動
、
具
六
波
羅
蜜
多
等
文

思
益
経
云
、
文
殊
師
利
云
．

七

若
念
一
切
法
、
不
念
般
若
波
羅
蜜
、
若
不
念
一
切
法
、
則
念
般
若
波
羅
蜜
等
文
佛
問
文
殊
、
依
何
正
修
行
、
文
殊
日
、
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引
か
れ
る
こ
と
は
、
同
じ
意
趣
を
あ
ら
わ
す
と
み
ら
れ
る
。

お
よ
そ
遣
相
証
性
の
遣
は
遮
遣
、
証
は
証
成
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
遣
と
証
と
は
一
念
同
時
で
あ
る
。
そ
し
て
遮
遣
は
、
有
為
の
諸

法
を
こ
と
ご
と
く
遮
遣
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
般
若
の
空
観
に
よ
る
。
ゆ
え
に
唯
識
真
如
は
、
般
若
空
観
を
透
過
せ
ず
に
証
成
さ
れ

ぬ
。
唯
識
真
如
は
真
空
妙
有
で
あ
る
が
、
そ
の
妙
有
な
る
と
こ
ろ
に
重
点
が
う
つ
さ
れ
る
と
、
妙
有
が
実
有
に
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
光
胤
当
時
、
そ
う
い
う
混
乱
が
お
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
実
有
は
有
に
停
滞
し
て
い
る
。
有
に
と
ど
ま
れ
ば
、
そ
れ
は

有
執
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。
有
執
を
遮
遣
し
な
け
れ
ば
、
決
し
て
真
如
は
あ
ら
わ
れ
ぬ
。

し
か
る
に
遮
遣
は
単
に
切
り
す
て
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
必
ず
摂
受
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
遮
遣
は
執
着
を
切
り
す
て
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
有
執
で
も
無
執
で
も
切
り
す
て
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
摂
受
な
き
と
こ
ろ
に
、
真
実
の
遮
遣
は
な
い
・
遣
相
証
性
は
そ

の
ま
ま
摂
相
帰
性
で
あ
る
。
相
と
性
と
は
不
一
で
あ
り
不
異
で
あ
る
。
不
一
は
遣
、
不
異
は
摂
で
あ
る
。
光
胤
の
無
住
心
と
は
、
こ
の
よ

う
な
唯
識
真
如
を
あ
ら
わ
す
と
み
ら
れ
る
。

良
遍
の
伝
通
要
録
（
第
五
、
義
道
円
備
勝
）
に
よ
れ
ば
、
造
は
機
根
の
執
を
遮
し
、
摂
は
自
内
証
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
遮
詮
は
入
理
を

志
向
す
る
か
ら
万
法
寂
然
で
あ
る
が
、
表
詮
は
法
相
を
根
本
と
す
る
か
ら
万
法
条
然
で
あ
る
。
彼
が
三
無
性
門
で
あ
れ
ば
、
此
は
三
性
門

で
あ
る
。
寂
然
と
条
然
と
、
一
念
に
相
容
し
障
碍
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
切
諸
法
、
皆
無
自
性
、
無
生
無
滅
、
本
来
寂
静

自
性
浬
樂
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
良
遍
の
表
遮
一
如
が
、
光
胤
の
無
住
心
に
承
け
つ
が
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
貞
慶
の
勧
誘
同
法
記
（
修
習
門
第
三
）
に
は
、
廃
詮
の
真
性
を
釈
し
て
、
慮
を
忘
じ
念
を
息
め
、
外
に
向
っ
て
求
め
る
と
い
う
こ

と
が
な
い
。
不
念
の
念
は
妄
を
絶
す
る
の
利
劔
で
あ
り
、
不
観
の
観
は
真
を
み
る
の
明
眼
で
あ
る
。
機
あ
り
時
あ
れ
ば
、
忽
然
と
そ
れ
を

悟
解
す
る
。
一
念
の
不
生
、
こ
れ
即
ち
佛
で
あ
り
Ⅷ
そ
の
分
証
も
ま
た
同
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
貞
慶
は
不
念
の
念
、
不
観
の
観
を
と
い

て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
光
胤
の
無
住
心
に
変
ら
な
い
。
そ
し
て
貞
慶
は
維
摩
の
入
不
二
法
門
が
、
こ
の
廃
詮
の
真
性
に
あ
た
る
と
い
う

が
、
光
胤
の
無
住
心
は
こ
れ
に
同
で
あ
る
。
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ま
た
沙
石
集
（
三
上
）
に
も
、
も
し
智
す
今
へ
て
所
得
な
く
、
智
（
先
分
別
智
）
の
外
に
境
（
真
性
）
な
く
、
境
の
外
に
智
な
く
し
て
、
智

慧
と
真
如
と
平
等
友
食
し
て
、
空
と
光
と
隔
て
な
き
が
如
く
、
能
取
所
取
の
度
（
た
く
）
量
た
え
、
能
縁
所
縁
の
観
智
亡
ぜ
ん
と
き
、
実

に
唯
識
の
性
（
遣
相
証
性
の
唯
識
）
に
住
す
べ
し
と
見
え
た
り
（
唯
識
三
十
頌
第
二
十
八
頌
）
。
正
し
く
初
地
の
見
道
な
り
と
い
え
ど
も
、
初

よ
り
廃
詮
の
観
を
心
に
か
け
て
、
勝
義
の
理
に
相
応
す
識
へ
し
と
な
し
、
つ
ぎ
に
笠
置
の
解
脱
（
上
人
）
の
勧
透
同
法
記
に
云
く
と
し
て
、

前
引
の
文
を
記
し
、
さ
れ
ば
唯
識
観
成
就
せ
ん
と
き
は
、

住
せ
ね
ば
こ
そ
住
す
れ
住
し
た
ら
ば
住
せ
じ

か
し
こ
く
ぞ
住
せ
ぬ
け
う
に
住
せ
ざ
覧
に

と
い
う
。
こ
れ
が
無
住
禅
師
の
無
住
心
で
あ
る
が
、
遣
相
証
性
の
唯
識
観
は
こ
れ
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

頁七
七

七
八

八
三

仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
５
号

行
誤
…
文
献
学
的
研
究
に
押
さ
れ
て
…
…

一
七
私
の
感
情
を
…
…

二
…
ぐ
菌
ぐ
Ｐ
冨
国
は
論
理
的
に
矛
盾
し

て
い
る
も
の
を
も
思
惟
の
中
に
取
り

入
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
…
…

正
誤
表

正

文
献
学
的
研
究
や
歴
史
的
研
究
に
押
さ
れ
て
…
…

私
の
感
想
を
…
…

・
・
・
ぐ
菌
ぐ
騨
冨
国
は
元
来
言
葉
に
な
ら
な
い
実
在
そ

の
も
の
を
強
い
て
言
葉
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る

た
め
に
、
論
理
的
に
は
矛
盾
と
し
て
現
れ
る
、
そ

う
い
う
も
の
を
も
思
惟
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る

も
の
だ
か
ら
、
…
…
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