
非 

僧 

非 

俗

は

じ

め

に

さ
き
に
、
親
鸞
滅
後
の
、

い
わ
ゆ
る
原
始
真
宗
教
団
に
お
い
て 

最
初
に
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
歎
異
抄
』
が
も
つ
教
団
論
と 

し
て
の
性
格
に
着
眼
し
て
、
そ

の

『
歎
異
抄
』
が
指
教
す
る
浄
土 

真
宗
教
団
の
意
義
に
つ
き
、
私
論
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ 

の
後
、
本
誌
第
十
号
に
は
寺
川
俊
昭
氏
に
よ
り
、
浄
土
真
宗
教
団 

を
末
代
の
僧
伽
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
以
て
、
そ
の
現
実
態
の 

う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
本
質
的
な
問
題
点
が
、
明
快
に
抉
摘
さ
れ 

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
私
論
に
於
け
る
混 

乱
と
錯
誤
と
は' 

そ
の
多
く
が
厳
密
に
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で 

あ
る
が
、

こ
こ
に
再
び
そ
の
後
の
試
考
の
一
端
を
綴
っ
て
、
大
方 

の
叱
正
を
仰
が
ん
と
す
る
所
以
は
、
自
分
自
身
が
身
を
お
く
教
団 

の
意
義
を
よ
り
明
ら
か
に
頷
き
た
い
と
願
う
か
ら
に
外
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

広 

瀬 

杲

一

と
こ
ろ
で
、
 

浄
土
真
宗
教
団
の
原
理
と
も
い
う
べ
き
も
の
を

 ゝ

非
僧
非
俗
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
す
る
試
み 

は
、

つ
ね
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
僧
非 

俗
の
意
義
が
現
前
す
る
教
団
の
な
か
で' 

果
し
て
明
ら
か
に
さ
れ 

て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 

必
ず
し
も
然
り
と
言
い 

切
れ
ぬ
も
の
を
感
ず
る
、 

例
え
ば' 

し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
こ 

と
で
あ
る
が
ゝ
浄
土
真
宗
教
団
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
場 

合
、
案
外
に
そ
れ
が
、
出
家
教
団
の
本
質
論
に
転
じ
得
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
わ
れ
る
如
き
、 

高
踏
的
な
僧
伽
論
に
な
り
易
い
と
い 

う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も' 

そ
う
し
た
傾
向
の
背
後
に
窺
わ
れ
る 

も
の
は
ゝ
非
僧
に
し
て
し
か
も
教
団
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
対 

す
る
確
認
の
不
徹
底
さ
で
あ
る
。
そ
し
て' 

こ
の
不
徹
底
さ
は
や 

が
て
、 

非
僧
の
教
団
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か 

と
い
う
内
外
の
常
識
の
ま
え
に' 

一
種
の
う
し
ろ
め
た
さ
の
如
き
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も
の
す
ら
感
じ
て' 

恰
も
そ
の
よ
う
な
不
安
を
払
い
去
ろ
う
と
す 

る
か
の
如
く
、
き
わ
め
て
調
子
の
高
い
、
 

し
か
も
非
現
実
的
な
僧 

伽
論
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も' 

そ
う 

し
た
高
踏
的
な
僧
伽
論
の
ま
え
で
当
惑
し
て
い
る
場
合
に
も
、
 

な 

お
そ
れ
が' 

出
家
教
団
の
原
理
と
は
な
り
得
て
も
、
浄
土
真
宗
教 

団
の
本
質
を
解
明
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
確
か
め
が
、
明
瞭 

と
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合' 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ 

て
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
僧
伽
論
が
単
に
観
念 

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
出
家
教
団
論 

に
傾
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
本
質
的
に
浄
土
真
宗
教
団
の
教
団
論 

と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
明
晰
な
自
己
確
認
が
な
さ
れ 

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し' 

浄
土
真
宗
教
団
の
確
か
め
の
不
明
晰
さ
は' 

さ
き
の 

僧
伽
論
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
論
議
を
惹
起
す
る
こ
と
と
も
な
る
。
 

す
な
わ
ち' 

教
団
に
於
け
る
現
実
問
題
を
論
ず
る
場
合' 

恰
も
教 

団
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
如
き
感
を
抱
か
し
め
る
よ
う
な
、 

問
題
処
理
の
方
法
論
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も' 

そ 

の
よ
う
な
現
実
処
理
の
方
法
論
が' 

最
も
具
体
的
な
教
団
論
で
あ 

る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば' 

そ
こ
に
は' 

非 

俗
に
し
て
し
か
も
教
団
で
あ
る' 

と
い
う
浄
土
真
宗
教
団
の
現
実 

性
へ
の
頷
き
が
、
欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。す

な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
教
団
の
本
質
と
実
現
と
を
明
ら
か
に
す 

る
た
め
に
は' 

ま
ず
、

い
わ
ゆ
る
聖
道
教
団
で
は
な
い
と
い
う
こ 

と
へ
の
確
認
の
徹
底
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は 

た
だ
相
対
的
に
、
も
し
く
は
消
極
的
に
、
聖
道
教
団
の
在
り
方
を 

拒
否
す
る
と
い
う
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
な
ぜ
聖
道
教
団
で
は
な
い 

の
か
。
更
に
は
、
な
ぜ
聖
道
で
な
く
し
て
、
し
か
も
、
仏
教
々
団 

た
り
得
る
の
か
を' 

積
極
的
に
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
聖
道
教
団
の
理
念
に
傾
く
僧
伽
論
を 

無
用
と
し
て
、
新
し
く
浄
土
真
宗
の
教
団
論
が
確
立
さ
れ
る
こ
と 

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
一
方
で
は
、
あ
く
ま
で
も 

教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
於
て' 

一
般
的
な
世
俗
団
体
の
問
題 

の
処
理
と
は' 

お
の
ず
か
ら
そ
の
体
質
を
異
に
す
る
、
と
い
う
こ 

と
が
明
瞭
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
単
な
る
社 

会
集
団
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え' 

決
し 

て
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
本
質
に 

於
け
る
異
り
で
あ
っ
て' 

決
し
て
相
対
的
に
比
較
さ
れ
る
相
違
で 

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
が
は
っ
き
り
と
押
え
ら
れ 

な
い
と
、
 

教
団
は
社
会
性
の
稀
薄
な
特
殊
集
団
に
堕
す
る
こ
と
と 

な
る
。
以
上
の
如
き
二
面
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り' 

浄
土
真
宗 

教
団
は
、
き
わ
め
て
高
踏
的
な
僧
伽
論
と
、
余
り
に
も
非
教
団
的
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な
現
実
論
と
の
間
を' 

つ
ね
に
右
往
左
往
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と 

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
確
認
と
は' 

言
葉
を
か
え
る
な
ら
ば' 

ま
さ
し
く 

末
法
時
の
教
団
の
存
在
意
義
と
歴
史
的
使
命
と
に
目
覚
め
る
こ
と 

に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
濁
無
仏
の
末
法
時
に
於
け
る
燈
明 

と
し
て
存
在
す
る
教
団' 

す
な
わ
ち
そ
れ
が
、
浄
土
真
宗
教
団
で 

あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
敢
え
て
そ
の
名
に
即 

し
て
語
る
な
ら
ば' 

浄
土
を
真
宗
と
す
る
教
団
の
確
か
め
で
あ
る 

と
言
え
よ
う
。
し
か
し' 

浄
土
を
真
宗
と
す
る
と
い
う
限
り' 

そ 

の
真
宗
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
は
穢
土
で
あ
る
。
穢
土
に
あ
っ
て
、
 

す
な
わ
ち
、
穢
土
に
目
覚
め
て
浄
土
を
真
宗
と
す
る
と
こ
ろ
に
成 

就
す
る
教
団
、
そ
れ
が
、
浄
土
真
宗
教
団
で
あ
る
。
そ
こ
に
は' 

教
団
と
は
本
来
世
俗
を
自
己
と
し
て
世
俗
の
た
だ
中
に
存
在
す
る 

教
法
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
、
透
徹
し
た
凝
視
が
あ
る
。
 

こ
の
凝
視
の
徹
底
し
た
厳
し
さ
が
、
世
俗
の
本
質
を
見
極
め
る
の 

で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た' 

真
に
世
俗
を
尽
す
真
宗
を
浄
土
に
発
見 

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
へ 

は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を 

し
た
ら
ば
こ
そ' 

よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め' 

如
来
の
あ 

し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ' 

あ
し
き
を

し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど' 

煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の 

世
界
は' 

よ
ろ
ず
の
こ
と
み
な
も
て' 

そ
ら
ご
と' 

た
わ
ご
と
、
 

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に' 

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は 

し
ま
す
」(

歎
異
抄)

と
い
う
親
鸞
の
述
懐
こ
そ
は
、
明
瞭
に
そ
の 

よ
う
な
教
団
の
真
実
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
、
領
解
す
る
こ
と 

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す

な

わ

ち

「
末
法
五
濁
」
と

い

い

「
五
濁 

の
世
、
無
仏
の
時
」
と
い
い
、

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫'

火
宅
無
常 

の
世
界
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
は' 

決
し
て
あ
る
高
み
か
ら
の
冷
や 

か
な
現
実
へ
の
批
判
で
は
な
い
。
と
同
時
に
ま
た
、
即
事
的
に
事 

象
を
悲
歎
す
る
言
葉
で
も
な
い
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
現
実
に 

あ
っ
て
現
実
へ
の
夢
か
ら
目
覚
め
た
、
文
字
通
り
時
機
の
自
覚
の 

表
現
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に' 

現
実
か
ら
逃
れ
る
術
を
何
処
か
に 

見
出
そ
う
と
す
る
、
 

い
わ
ゆ
る
理
想
主
義
的
な
観
念
に
は' 

決
し 

て
自
己
を
託
す
る
こ
と
の
な
い
実
存
的
自
覚
の
表
現
で
あ
る
。
同 

時
に
ま
た
そ
れ
は
、
そ
の
現
実
を
真
に
尽
し
切
る
道
に
目
覚
め
た 

信
念
の
表
白
で
も
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
忻
浄
厭
穢
と
い
う
言
葉
が 

端
的
に
示
し
て
い
る
人
生
態
度
の
確
立
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
 

か
か
る
忻
浄
厭
穢
の
自
覚
こ
そ' 

浄
土
真
宗
教
団
の
生
命
に
外
な 

ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
内
的
な
感
情
と
し
て
は
、
浄
土
に
呼
び 

さ
ま
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

穢
土
の
生
を
尽
す
と
い
う
こ
と
で 

あ
り
、
具
体
的
に
は
彼
国
に
目
覚
め
た
願
生
者
と
な
る
こ
と
で
あ
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る
。
浄

土

と

は

「
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
る
」(

真
仏
土
巻)

報
仏 

土
で
あ
り' 

従
っ
て
ま
た' 

念
仏
の
ま
こ
と
に
於
て
感
報
す
る
彼 

国
に
外
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば' 

浄
土
を
真
宗
と
し
て
穢
土
を 

尽
す
と
い
う
こ
と
は' 

と
り
も
な
お
さ
ず' 

本
願
を
宗
と
し
念
仏 

を
体
と
す
る
こ
と
で
あ
り' 

そ
こ
に
こ
そ
、
非
僧
非
俗
を
本
質
と 

す
る
末
法
時
の
教
団
が
成
就
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

二

か
く
し
て
、
浄
土
真
宗
に
於
け
る
教
団
の
本
質
は
非
僧
非
俗
と 

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
非
僧
非
俗
と
い
う 

こ
と
を' 

ど
の
よ
う
に
了
解
す
べ
き
か
と
い
う
吟
味
に
先
立
っ
て 

何
よ
り
も
ま
ず' 

こ
の
言
葉
の
提
示
さ
れ
た
地
点
へ
卒
直
に
立
ち 

返
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
非
僧
非
俗
と
い
う
言
葉
は
、

い
う
ま
で
も 

な

く

『
教
行
信
証
』

の

「
後
序
」

の
文
の
な
か
に
、
た
だ
一
回
限 

り
語
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
言 

葉
に
浄
土
真
宗
教
団
の
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、 

こ
の 

言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
「
後
序
」

の
文
に
返
っ
て
、
こ
の
言
葉
が 

指
し
示
し
て
い
る
端
的
な
意
義
を
窺
う
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ 

ば' 

わ
れ
わ
れ
は
如
何
な
る
教
団
論
に
も
先
立
っ
て
、
親
鸞
自
身 

の
具
体
的
な
教
団
観
に
直
参
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

『
教
行
信
証
』
は' 

師
法
然
の
主
著
『
選
択
集
』

の
領
解
書
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ

し

て

「
後
序
」

の

文

は

『
教
行
信 

証
』
撰
述
の
事
由
を
語
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ 

の
よ
う
な
了
解
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
 

そ
の
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
具
体
的
に
見 

開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち

『
教
行
信
証
』 

が

『
選
択
集
』

の
領
解
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お 

さ
ず' 

法
然
の
浄
土
宗
独
立
と' 

そ
の
宣
言
と
も
い
う
べ
き
『
選 

択
集
』
と
が
荷
負
う
た
歴
史
的
任
務
を' 

領
受
し
開
顕
す
る
も
の 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
教
行
信
証
』
は 

単
な
る
信
仰
の
思
想
的
弁
証
の
書
で
は
な
い
。
そ
れ
は' 

も
く
ま 

で
も
親
鸞
自
身
の
遇
教
を
縁
と
し
て' 

そ
こ
に
開
か
れ
た
信
心
の 

世
界
を
顕
示
し
た
、
言
わ
ば
表
白
の
書
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら 

ば' 

親
鸞
自
身
が
遇
い
難
く
し
て
遇
い
得
た
教
法(

法
然
の
お
お 

せ)

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ゝ
、
そ
の
遇
教 

を
以
て
開
か
れ
た
現
実(

教
団)

の
意
義
を
、
開
顕
す
る
こ
と
と 

別
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
遇
教
を
以
て
開
か
れ
て
来
た
世
界' 

そ 

れ
を' 

教
団
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ' 

師
教
聞
信
の
事 

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は' 

教
団
の
本
質
を
開
示
す
る
こ
と
と 

ま
っ
た
く 

一
つ
な
の
で
あ
る
。
か

く

て

『
教
行
信
証
』
は
、
信
心 

の
表
白
を
以
て
教
団
の
本
質
を
開
顕
す
る
書
で
あ
り
、
そ
の
意
味 

に
於
て
こ
そ
、

『
選
択
集
』

の
ま
っ
た
き
領
解
書
と
呼
ば
れ
る
に
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ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て' 

こ
の
よ
う
な
『
教
行 

信
証
』

の
性
格
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
「
後
序
」
の
文 

で
あ
り
、
そ

こ

に

「
後
序
」

の
文
が
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
事
由 

を
示
す
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

既
に
一
言
し
た
如
く'

本
来
的
意
味
に
於
て
教
団
と
は
、
師
教 

聞

信
(

遇
教)

に
於
て
開
か
れ
た
新
し
き
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
 

教
団
の
本
質
は
信
心
の
外
に
は
な
い
。
教
団
は
信
心
に
よ
っ
て
成 

就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
教
団
と
は
、
歴
史
を
超
え
た
仏
法 

が' 

歴
史
社
会
に
教
法
と
し
て
現
行
す
る
事
実
を' 

端
的
に
指
し 

示
す
も
の
と
な
る
。
歴
史
を
超
え
た
法
が
歴
史
の
な
か
に
教
と
し 

て
現
行
す
る
。
そ
こ
に
成
り
立
つ
教
法
統
理
の
歴
史
社
会
、
そ
れ 

が
教
団
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
団
と
は
静
止
的
な
意
味
に
於
け
る 

歴
史
社
会
の
状
況
に
止
ま
ら
ず
、

つ
ね
に
教
化
運
動
を
自
己
と
し 

て
現
働
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
歴
史
を
超
え
た
法
が
歴
史 

の
な
か
に
教
と
し
て
現
行
す
る
こ
と
で
あ
る
限
り' 

教
団
は
歴
史 

的
限
定
を
ま
ぬ
が
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、 

同
時
に
そ
れ
が
、
ま
さ
し
く
教
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
ゆ
え
に
、
 

却
っ
て' 

無
限
に
そ
の
限
定
を
内
に
破
っ
て
行
く
も
の
な
の
で
あ 

る
。
す
な
わ
ち
、
教
法
が
世
俗
に
あ
っ
て
自
己
を
限
定
す
る
こ
と 

は
、
同
時
に' 

世
俗
を
教
法
の
も
と
に
摂
化
し
て
行
く
こ
と
で
あ 

り
、
敢
え
て
言
わ
ば
、
そ
こ
に
世
俗
へ
の
廻
向
と
教
法
へ
の
転
入

と
の
往
還
運
動
が
、

つ
ね
に
現
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
こ
の
運
動
を
押
え
て
見
る
と
き
に
は
、
歴
史
的
契
機
に
於 

て
現
前
す
る
教
団
と
、
そ
れ
を
超
え
た
本
来
的
教
団
と
も
言
う
べ 

き
法
爾
の
教
団
と
が
知
ら
れ
、
言
わ
ば
在
る
教
団
の
根
源
に
成
る 

教
団
が
見
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
又
、
そ
の
本
来
的
教
団
は
時
処 

諸
縁
を
選
ば
ぬ
普
遍
の
世
界
で
あ
る
が' 

歴
史
に
於
け
る
教
団
は 

か
な
ら
ず
或
る
歴
史
の
限
定
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て' 

こ
う
し
た
明
晰
な
見
開
き
の
な
か
か
ら
こ
そ' 

現
実
態
と
し
て
の 

教
団
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
、
遇
教
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
教
法
社
会 

に
目
覚
め
た
人
、
す
な
わ
ち
、
教
団
人
自
身
の
主
体
的
な
感
情
の 

深
み
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
歴
史
的
契
機
を
待
た
ず
し
て
は' 

時
処
諸
縁
を
選
ぶ
こ
と
な
き
本
来
的
教
団
と
い
う
も
の
も
、
存
在 

し
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
感
情
に
素
直
な
か
た 

ち
で' 

こ
の
事
実
を
語
る
な
ら
ば' 

時
処
諸
縁
を
選
ば
ぬ
と
い
う 

こ
と
は
、
歴
史
的
契
機
に
於
て
在
る
教
団
の
根
源
に
見
ら
れ
る
、
 

本
来
的
教
団
の
性
格
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
 

歴
史
的
契
機
を
ま 

っ
て
存
在
す
る
教
団
そ
れ
自
体
の
本
質
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ 

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
団
と
は
成
る
と
い
う
事
実
を
自
己
と
し
て 

在
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ' 

信
心
の
自
己
運
動
を
生
命
と
す 

る
生
き
た
教
団
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
教
団
の
生
命
が
歎
異
で
あ
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る
と
い
う
意
味
も' 

こ
う
し
た
事
実
を
お
い
て
は
知
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
歎
異
こ
そ
は
教
団
人
の
主
体
的
な
感
情
な
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
如
き
視
点
に
於
て' 

『
選
択
集
』

の
領
解
書
と
い
わ
れ 

る

『
教
行
信
証
』

の
性
格
を
窺
う
と
き
、
と

く

に

「
後
序
」
の
文 

を
基
点
と
し
て
逆
観
す
る
な
ら
ば' 

そ
こ
に' 

親
鸞
の
浄
土
真
宗 

教
団
観
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
就
中' 

「
後
序
」
の 

文
は
そ
れ
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
於
て
、
親
鸞
の
教
団
観 

を
そ
こ
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
思
う
。

三

「
後
序
」

の
文
は

「
竊
に
以
れ
ば' 

聖
道
の
諸
教
は
、
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土 

の
真
宗
は
、
證
道
今
盛
な
り
」

と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
一
語
を
以
て
始
ま 

る

「
後
序
」

の
文
を
起
筆
す
る
親
鸞
を
思
う
。
す
で
に
歴
史
家
に 

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、

こ
れ
を
起
筆
し
た
時
期
は
、
師 

法
然
と
の
離
別
の
後
、
二
十
年
に
近
い
歳
月
を
経
て
い
た
筈
で
あ 

る
。
そ
し
て' 

そ
の
二
十
年
の
歳
月
の
間
に' 

外
に
は
親
鸞
を
中 

心
と
す
る
念
仏
者
の
集
い
が' 

次
第
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
と 

な
り
、
内
に
は
そ
の
集
ま
り
の
な
か
に
身
を
お
く
親
鸞
自
身
、
師
法 

然
と
の
値
遇
の
宿
縁
の
深
広
さ
を
憶
念
し
つ
つ
、
念
仏
教
団
の
果

す
べ
き
歴
史
的
任
務
の
重
さ
を
、
確
認
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た 

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
と
り
て
浄
土
宗
教
団
は
、
本 

質
的
に
も' 

現
実
的
に
も
、
豊
か
な
歴
史
的
現
実
態
と
し
て
、
限 

り
な
く
浄
土
真
宗
と
成
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同 

時
に' 

内
外
の
諸
縁
を
ま
っ
て' 

浄
土
宗
教
団
が
荷
負
う
て
い
る 

歴
史
的
任
務
を
明
ら
か
に
す
べ
く
迫
ら
れ
て
来
る
こ
と
と
な
っ
た 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
諸
縁
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ 

た
か
は' 

歴
史
家
に
よ
っ
て
種
々
に
論
究
さ
れ
て
い
る
が' 

い
ま 

は
そ
れ
に
触
れ
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
明
ら
か
な
こ 

と
は
、
法
然
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
浄
土
宗
独
立
の
意
義
を
開
顕
す 

べ

く

『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
実
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
 

「
後
序
」

の
文
冒
頭
の
言
葉
で
あ
る
。

「
後
序
」

の
文
は
こ
の
ー 

語
に
尺
き
、
そ
れ
故
に
ま
た
『
教
行
信
証
』

の
造
意
も' 

こ
こ
に 

言
い
尽
さ
れ
て 
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

す
な
わ
ち
、
浄
土
宗
の
独
立
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
相
対
的
な 

意
味
に
於
け
る
一
宗
派
の
成
立
を
意
味
す
る
の
み
に
止
ま
る
も
の 

で
は
な
く
、
そ
こ
に
は' 

聖
道
の
理
念
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
て
来 

た
仏
教
・
団
が
、
す
で
に
本
来
の
役
割
を
果
し
得
な
く
な
っ
た
と 

い
う
現
実' 

す
な
わ
ち' 

末
法
時
と
い
う
現
実
の
た
だ
中
に
あ
っ 

て
、
ま
さ
し
く
そ
の
末
法
時
に
於
け
る
唯
一
の
公
開
さ
れ
た
教
団
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が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
意 

義
の
確
認
こ
そ' 

内
外
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
従 

っ
て
、
そ
れ
は
一
応
、
聖
道
の
諸
教
と
浄
土
宗
と
を
相
対
せ
し
め 

る
相
で
説
き
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
見
つ
め
ら
れ
て 

い
る
教
行
証
三
法
の
具
欠
と
い
う
事
柄
に
於
て
は
、
た

だ

「
行
証 

久
廃
」
と
い
う
決
定
の
う
え
に
、

「
証
道
今
盛
」

の
事
実
が
、
ふ 

か
ぶ
か
と
頷
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
教
団
と
は 

何
か
、
と
い
う
最
も
具
体
的
な
問
い
に
立
っ
て
、
聖
道
教
団
が
内 

に
久
し
く
秘
め
て
来
た
、
非
教
団
化
へ
の
方
向
を
洞
察
す
る
こ
と 

に
よ
り
、
末
法
時
に
あ
っ
て
真
に
仏
教
々
団
の
生
命
を
回
復
し
た 

も
の' 

そ
れ
が
浄
土
宗
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
開
顕
せ
ん
と
す
る 

の
で
あ
る
。

「
久
」
と

「
今
」
と
い
う
二
字
こ
そ
教
団
の
現
実
態 

の
な
か
に
見
開
か
れ
た' 

生
命
の
有
無
を
決
定
づ
け
て
い
る
も
の 

に
外
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
聖
道
教
団
が
「
行
証
久
廃
」
で
あ
る
の
は
、
す
で 

に
そ
れ
が
「
諸
」
な
る
相
を
以
て
あ
る
「
教
」
に
依
っ
て
い
る
と 

こ
ろ
に
あ
る
。

「
教
」
が

「
諸
」
と
い
う
相
を
と
る
と
い
う
こ
と 

は
、

「
教
」
が
人
間
の
理
知
的
な
差
別
に
拘
り' 

そ
の
差
別
に
依 

っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
事
実
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え 

よ
う
。
そ
の
限
り
そ
こ
に
は
、
教
法
の
伝
持
を
唯
一
の
存
在
理
由 

と
す
る
教
団
は' 

す
で
に
そ
の
存
在
理
由
を
見
失
っ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば' 

教
法
の
伝
持
と
い
う
こ
と
は 

歴
史
を
超
え
た
法
が
い
か
な
る
歴
史
の
限
定
の
な
か
に
あ
っ
て
も 

時
処
諸
縁
を
選
ぶ
こ
と
な
く'

今
現
在
説
法
と
し
て
現
行
す
る
こ 

と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば' 

教
が
常
住
す
る 

と
い
う
こ
と
の
外
に
は' 

教
団
の
在
り
よ
う
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
し' 

教
が
今
現
在
説
法
と
し
て
常
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
い 

か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
教
が
宗
と
成
る
こ
と
で 

あ
る
。
従
っ
て' 

宗
と
な
ら
ざ
る
教
は
、
例
え
教
と
い
わ
れ
よ
う 

と
も
、
そ
れ
は
実
な
き
仮
名
の
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿 

論
、
宗
派
と
し
て
の
教
団
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
所
依
の
経
典 

は
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
は
そ
の
よ
う
な
宗
派
を
問 

題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
教
法
等
流
の
歴
史
態
と
し
て 

の
教
団
を
見
つ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
親
鸞
の
眼
は
聖
道
の 

諸
宗
派
の
本
質
を' 

宗
を
失
っ
た
諸
教
の
う
え
に
見
た
の
で
あ
り 

従
っ
て
、
諸
教
に
依
っ
て
立
つ
聖
道
教
団
は
「
行
証
久
廃
」
で
あ
る 

と
い
う' 

本
質
に
於
け
る
非
教
団
性
を
抉
摘
す
る
こ
と
と
な
っ
た 

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
透
徹
し
た
眼
は
、
た
だ
得
ら
れ 

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
真
宗
に
遇
う
た
も
の
の
み
が
持
つ 

法
眼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
は
法
然
の
浄
土
宗
に
於
て
真
宗
に 

遇
う
た
の
で
あ
り
、
こ

こ

に

「
浄
土
の
真
宗
」

こ
そ
た
だ
一
つ
の 

「
証
道
今
盛
」
な
る
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が' 

開
顕
せ
ら
れ
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る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。親
薦
が

「浄
土
真
宗
」
と
読
ま
ず
敢
え
て 

「浄
土
の
真
宗
」
と
訓
じ
た
と
こ
ろ
に
は' 

一
応
相
対
的
に
は
「
聖 

道
の
諸
教
」
と
対
峙
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
実
の
な
か 

に
見
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は' 

浄
土
宗
こ
そ
真
宗
で
あ
る
と
言 

う
確
か
め
の
う
え
に
立
っ
て' 

真
宗
で
あ
る
浄
土
宗
の
ほ
か
に
、
 

末
法
時
に
於
け
る
生
命
あ
る
教
団
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
示
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

し
か
し' 

以
上
の
如
き
教
団
の
本
質
解
明
は' 

決
し
て
観
念
的 

に
理
念
の
問
題
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
既
述
の 

如
く
教
団
は
歴
史
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
限
り' 

こ
の 

よ
う
な
透
徹
し
た
本
質
解
明
は' 

そ
の
ま
ま
最
も
深
い
意
味
に
於 

け
る
現
実
の
洞
察
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
が
聖
道
教
団 

の
本
質
に
「
行
証
久
廃
」
と
い
う
非
教
団
性
を
見
抜
い
た
の
は' 

彼
自
身
が
身
を
以
て
体
験
し
た
法
難
の
事
実
に
於
て
で
あ
っ
た
。
 

従
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
浄
土
宗
教
団
の
弾
圧
と
い
う
こ
と
も
、
 

徒
ら
に
私
憤
を
以
て
語
る
如
き
一
事
件
で
は
な
く'

あ
く
ま
で
も 

教
法
等
流
の
歴
史
態
た
る
教
団
に
於
け
る
、
公
な
る
出
来
事
で
あ 

っ
た
。

つ
ね
に
注
目
さ
れ
て
い
る
如
く
、
親
鸞
は
私
事
を
語
る
こ 

と
な
き
生
涯
を
送
っ
た
人
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は' 

そ
の
生
涯

の
一
点
一
画
も
私
事
と
し
て
別
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
残
っ
て
い 

な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
遇
教
を
強 

縁
と
し
て' 

た
だ
仏
事
を
行
ず
る
公
人
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
換 

言
す
れ
ば
、
文
字
通
り
教
団
人
と
成
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え 

そ
の
生
涯
の
全
て
は' 

挙
げ
て
仏
法
興
隆
の
場
と
転
成
し
て
い
っ 

た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
、
自
意
識
に
よ
っ
て
自
負
さ
れ
て
い 

た
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
若
し
仏
事
が
自
負
心
の
う
え
に
行
ぜ 

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
お
、

一
つ
の
私
事
に
過 

ぎ
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
如
何
に
苛
酷
な
法
難
で
あ
っ
て
も
、
 

そ
れ
が
単
に
私
情
を
以
て
受
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

つ 

い
に
語
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
あ
の
承 

元
の
法
難
よ
り
十
数
年
も
後
に
至
っ
て
、
改
め
て
そ
れ
を
取
り
上 

げ
た
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
も
、
充
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き 

る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て' 

親
鸞
に
と
り
承
元
の
法
難
は
最
早
や
単
な
る
一
事 

件
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
、
仏
教
み
団
の
本
質
に
拘
る
致
命
的 

な
課
題
を
見
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 

親
鸞
は 

そ
の
事
件
を
記
述
す
る
に
先
立
ち
、

「
諸
教
」
と
い
う
相
を
と
る 

聖
道
仏
教
の
現
実
態
を
「
諸
寺
の
釈
門
」
と
押
え
て' 

そ
れ
が
内 

に

包

む

「
行
証
久
廃
」
な
る
非
教
団
性
を
「
教
に
昏
く
し
て
真
仮 

の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
優
れ
た
仏
教
々
団
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を
以
て
自
ら
任
ず
る
聖
道
諸
教
団
が
「
教
に
昏
」

い
と
い
う
こ
と 

は
す
で
に
教
団
と
し
て
の
存
在
意
義
を
見
失
っ
た
こ
と
に
外
な
ら 

な
い
。
し
か
も
、
教
法
の
伝
持
を
以
て
唯
一
の
任
務
と
す
る
教
団 

が

「
教
に
昏
」

い
と
い
う
こ
と
は' 

単
に
そ
の
こ
と
の
み
に
止
ま 

る
の
で
は
な
く'

や

が

て

「
真
仮
の
門
戸
」
を
解
明
し
得
ぬ
と
い 

う
、
時
代
錯
誤
を
犯
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
化
さ
れ 

た
教
法
の
も
と
に' 

時
機
の
自
覚
な
く
し
て
形
骸
化
す
る
教
団
は 

自
ら
が
教
法
の
等
流
の
道
を
阻
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ら 

気
づ
か
ず
し
て' 

ま
す
ま
す
そ
の
形
骸
に
執
し
て
止
ま
ぬ
こ
と
と 

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
く
「
教
に
昏
」
き
教
団
は
、
 

や
が
て
護
法
と
い
う
美
名
の
も
と
に
世
俗
の
力
と
結
ん
で
、
自
己 

の
保
身
を
は
か
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し' 

こ
こ
で
も
親
鸞
は' 

そ
う
し
た
現
実
の
事
象
を
の
み 

と
り
上
げ
て
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に' 

自 

ら
仏
教
々
団
を
以
て
任
ず
る
「
諸
寺
の
釈
門
」
が
、
世
俗
の
力
と 

結
託
し
得
る
必
要
性
を
摘
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ 

ち

「
教
に
昏
」
き
教
団
は
、
す
で
に
し
て
教
団
的
生
命
を
失
っ
て 

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
教
団
を
仮
名
と
す
る
世
俗
の
集
団 

で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ 

う
な
仮
名
の
教
団
が' 

な
お
自
己
の
存
在
意
義
を
主
張
し
よ
う
と 

す
る
な
ら
ば
、
当
然
、
彼
等
は
世
俗
の
常
識
を
自
己
の
存
在
基
盤

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
よ
り
も
「
教
に
昏
く
し 

て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
」
な
い
と
い
う
事
実
を
惹
起
す
る
限
り
、
 

そ
の
本
質
は
す
で
に
し
て
世
俗
の
常
識
と
連
な
っ
て
い
る
と
言
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
浄
土
宗
弾
圧
の
契
機
と
な
っ
た 

興
福
寺
奏
上
文
を
見
て
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
彼
等
が
容
易
に
手
を
結
ぶ
こ
と
を
得
た
世
俗
の
力
、
 

従
っ
て
、
世
俗
の
常
識
と
は
、

一
体'

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ 

う
か
。
親
鸞
は
そ
れ
を
「
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
、
邪
正
の 

道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
行
」 

と

か

「
道
路
」
と
か
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
も
の
は' 

実
践
の 

問
題
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
仏
道
を
求
め
、
仏
道
を 

行
ず
る
者
に
と
っ
て
の
み
、
真
に
課
題
と
な
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
 

し
か
ら
ば
、
親

鸞

が

「
行
に
迷
う
」
と

言

い

「
邪
正
の
道
路
を
弁 

う
る
こ
と
な
し
」
と
指
摘
す
る
「
洛
都
の
儒
林
」
と
は' 

自
ら
求 

道
の
志
な
き
ま
ま
に
、
傍
観
的
立
場
に
身
を
お
い
て' 

仏
教
の
外 

相
を
の
み
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
観
念
論
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

求
道
の
志
な
き
知
識
階
級
が
、
徒
ら
に
教
団
の
形
骸
に
執
し
て
、
 

行
の
形
式
の
み
を
論
う
こ
と
は
、

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
変
わ 

る
こ
と
は
な
い
。
教
法
の
伝
持
と
い
う
自
己
本
来
の
任
務
を
見
失 

っ

た

「
教
に
昏
」
き
教
団
は
、
き
わ
め
て
安
易
に
、
か
か
る
求
道 

の
士
心
な
く
し
て
「
行
に
迷
う
」
世
俗
と
結
ぶ
こ
と
と
な
る
の
で
あ

45



る
。
か
か
る
生
命
を
失
っ
た
教
団
と
無
責
任
な
世
俗
の
常
識
と
は 

真
に
除
苦
悩
の
法
を
仏
教
に
求
め
て
止
ま
ぬ
時
代
民
衆
の
祈
念
が 

よ
う
や
く
に
し
て
見
出
し
た
唯
一
な
る
教
法
伝
持
の
場
を
、
恣
に 

踏
み
に
じ
る
こ
と
と
な
る
。

従
っ
て
、
承
元
の
法
難
は' 

最
早
や
一
教
団
が
他
の
教
団
を
破 

る
こ
と
で
は
な
く'

実
は
末
法
に
於
け
る
唯
一
の
教
団
を
破
壊
す 

る
、
言
わ
ば
仏
教
々
団
自
体
の
自
殺
行
為
に
外
な
ら
な
い
と
言
う 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
真
仮
の
門
戸
は
見
失
わ
れ
、
邪
正
の
道 

は
弁
別
さ
れ
ず
し
て' 

た
だ
徒
ら
に
形
骸
に
執
し
つ
つ
あ
る
う
ち 

に
、

い
っ
し
か
そ
の
本
質
は
外
道
に
転
落
し
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
 

五
濁
増
の
し
る
し
に
は

こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く 

外
儀
は
仏
法
の
す
が
た
に
て 

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り 

か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の 

良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め 

天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ 

卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す 

か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の 

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に 

仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て

天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す(

愚
禿
悲
歎
述
愎) 

と
親
鸞
が
悲
歎
す
る
と
こ
ろ
に
は
「
諸
寺
の
釈
門
」

は 

「
教
に 

昏
」
き
が
ゆ
え

に
「
行
に
迷
」
う

「
洛
都
の
儒
林
」
と
結
ん
で
、
 

浄
土
宗
を
破
壞
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
な
か
に
、
す
で
に
そ
の
教 

団
的
生
命
を
失
い' 

外
道
に
転
落
し
切
っ
て
「
行
証
久
廃
」
の
本 

性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
、
洞
見
し
尽
さ
れ
て
い
た
の
で
あ 

る
。
実
は' 

こ
の
よ
う
な
仏
教
々
団
の
本
質
批
判
と
し
て
の
み' 

始
め
て
承
元
の
法
難
は
そ
の
真
相
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と 

な
る
の
で
あ
る
。五 

以
上
の
如
く
、
聖
道
教
団
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
親
鸞
は
、
 

そ
の
本
質
へ
の
厳
正
な
批
判
を
「
斯
を
以
て
」
と
受
け
止
め
る
こ 

と
に
よ
っ
て' 

始
め
て
承
元
の
法
難
の
事
実
を
具
体
的
に
記
述
す 

る
こ
と
と
な
っ
た
。
既
に
一
言
し
た
如
く
、
そ
こ
に
は
最
早
や
私 

的
な
激
情
は
内
深
く
転
じ
て' 

た
だ
興
法
利
生
を
願
い
と
す
る
平 

常
心
の
前
に
見
開
か
れ
た
教
団
的
課
題
の
み
が
開
示
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
聖
道
の
諸
教
」
と
い
う
最
も
本
質
的 

な
吟
味
に
於
て
そ
れ
が
「
行
証
久
し
く
廃
」
れ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と 

が
批
判
せ
ら
れ' 

そ
れ
を
受
け
て
「
諸
寺
の
釈
門
」
と
押
え
る
こ 

と
に
よ
り
、
そ

れ

を

「
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
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と
批
判
し
、
こ
こ
に
始
め
て
「
斯
を
以
て
、
興
福
寺
の
学
徒
、
太 

上
天
皇' 
(

後
鳥
羽
院
と
号
す' 

諱
尊
成)

、
今
上 
(

土
御
門
院
と 

号
す
、
諱
為
仁)

の
聖
暦' 

承
元
丁
卯
歳
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達 

す
」
と' 

旧
仏
教
々
団
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
理
不
尽
な
弾
圧
の
事 

実
が
記
述
さ
れ
、
更
に
は
こ
う
し
た
「
諸
寺
の
釈
門
」
が
手
を
結 

ぶ
世
俗
の
力
に
つ
い
て
も' 

ま

ず

「
行
に
迷
う
て' 

邪
正
の
道
路 

を
弁
う
る
こ
と
な
し
」
と

「
洛
都
の
儒
林
」
の
本
質
を
押
え
て
か 

ら
、 

始
め
て
そ
れ
が
、
上
は
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
と
こ
ろ
の
権 

力
層
、
す

な

わ

ち

「
主
上
臣
下
」
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ 

と
か
ら
も' 

充
分
に
窺
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

か
く
し
て
、
承
元
の
浄
土
宗
弾
圧
は' 

興
福
寺
の
学
徒
を
代
表 

と
す
る
旧
仏
教
々
団
と' 

御
鳥
羽
院
を
上
首
と
す
る
世
俗
権
力
と 

の
結
合
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し' 

親
鸞
に
と
り
て
の
焦
眉 

の
課
題
は
、

こ
の
理
不
尽
な
弾
圧
の
な
か
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い 

る
。
文
字
通
り
法
難
の
実
相
を
摘
示
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ 

た
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
こ
の
弾
圧
の
実
相
を' 

「
法
に
背
き
義 

に
違
す
」
仏
道
否
定
の
行
為
で
あ
り
、

「
忿
り
を
成
し
怨
み
を
結 

ぶ
」
私
憤
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら 

こ
う
し
た
畏
れ
を
知
ら
ぬ
態
度
は' 

決
し
て
人
間
的
な
自
信
と
い 

う
如
き
も
の
に
基
因
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
す
で
に
し
て 

ふ
か
ぶ
か
と
し
た
遇
教
の
感
動
が
あ
り
、
真
に
仏
事
を
行
ず
る
公

人
の
喜
び
が
あ
っ
た6

そ
の
こ
と
は
却
っ
て
、

こ
の
法
難
を
縁
と 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
宗
教
団
の
末
法
時
の
僧
伽
た
る
所
以
が 

公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
親
鸞
は
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、
並
に
門
徒
数 

輩
」
と' 

敢
え
て
名
乗
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
全
著
述
の
な
か 

で
も
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
こ
こ
を
除
い
て
は
他
に
見
る
こ
と
が 

で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は' 

法
然
に
よ
っ
て
独
立
せ
し
め 

ら
れ
た
浄
土
宗
教
団
の
堂
〈
た
る
存
在
の
主
張
が
あ
る
。
そ
れ
は 

最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
「
浄
土
の
真
宗
は' 

証
道
今
盛
な
り
」
と
い 

う
確
信
的
な
言
葉
を
受
け
て
「
証
道
今
盛
」
な
る
真
宗
仏
法
を
興 

隆
せ
し
め
た
大
祖
は' 

源
空
を
お
い
て
外
に
は
な
く'

そ
の
真
宗 

仏
法
の
伝
持
を
自
ら
の
任
務
と
す
る
教
団
こ
そ' 

浄
土
宗
教
団
で 

あ
る
と
い
う
信
念
の
披
瀝
で
も
あ
る
。
勿
論
そ
の
こ
と
は
法
然
と 

そ
の
門
第
と
い
う
特
殊
な
集
団
の
自
己
主
張
で
は
な
く
、
そ
こ
に 

末
代
の
僧
伽
の
成
就
が
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た 

め
に
こ
そ
、
親
鸞
は
敢
え
て
法
然
を
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
」
と
呼 

び

「
法
師
」
と
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
教
え
に
集
う
人
び
と
を
「
門 

徒
」
と
名
乗
っ
た
。
そ
こ
に
は' 

末
法
時
に
於
け
る
「
真
宗
興
隆 

の
大
祖
」
た
る
法
然
こ
そ' 

真

に

「
法
師
」
と
仰
が
れ
る
に
価
す 

る
と
い
う
頷
き
が
あ
り' 

そ
の
も
と
に
集
う
「
門
徒
」

こ
そ' 

教 

法
伝
持
の
任
を
末
代
に
あ
っ
て
果
す
教
団
で
あ
る
と
い
う
確
か
め
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が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は 

僧
ぞ
法
師
の
そ
の
御
名
は 

た
う
と
き
こ
と
と
き
き
し
か
ど 

提
婆
五
邪
の
法
に
に
て 

い
や
し
き
も
の
に
な
づ
け
た
り 

五
濁
邪
悪
の
し
る
し
に
は 

僧
ぞ
法
師
と
い
ふ
御
名
を 

奴
婢
僕
使
に
な
づ
け
て
ぞ 

い
や
し
き
も
の
と
さ
だ
め
た
る 

仏
法
あ
な
づ
る
し
る
し
に
は 

比
丘
比
丘
尼
を
奴
婢
と
し
て 

法
師
僧
徒
の
た
ふ
と
さ 

僕
従
も
の
の
名
と
し
た
り(

愚
禿
悲
歎
述
懐) 

と

歌

い

「
こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い
み
じ
き
僧
と
ま
ふ
す
も
、
法 

師
と
ま
ふ
す
も
、
う
き
こ
と
な
り
」(

同
上)

と
歎
い
て
い
る
こ
と 

に
よ
っ
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち' 

本
来' 

尊

ば

る

べ

き

「
法
師
」
の

名

も

「
諸
寺
の
釈
門
」
に
あ
っ
て
は' 

す
で
に
な
ん
の
価
値
も
も
た
ず
、

た
だ 

「
い
や
し
き
も
の
と
定 

め
」
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ま

さ

し

く

「
仏
法 

あ
な
づ
る
し
る
し
」
で
あ
っ
て
、
最
早
や
教
法
伝
持
の
「
法
師
」 

は
存
在
し
よ
う
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
五
濁
無
仏

の
時
に
生
を
受
け
て' 

ひ
た
す
ら
除
苦
悩
法
を
求
め' 

仏
法
の
興 

隆
を
祈
念
し
て
止
ま
ぬ
時
代
民
衆
の
悲
願
に
こ
た
え
て
、
興
起
す 

る
を
得
た
末
法
時
の
教
団
、
そ
れ
こ
そ
、
法

然

を

「
法
師
」
と
仰 

ぐ
浄
土
宗
教
団
の
歴
史
的
存
在
意
義
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば' 

そ 

の
よ
う
な
末
法
時
の
教
団
が
弾
圧
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は' 

そ 

の
こ
と
自
体
、
み
づ
か
ら
法
滅
を
招
来
す
る
仏
教
々
団
の
自
己
否 

定
の
行
為
で
あ
る' 

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
親

鸞

は

「
闘
禅
堅
固
な
る
ゆ
へ
に
、
白
法
隠
滞
」(

正 

像
末
和
讃)

せ
ん
と
す
る
法
難
の
た
だ
な
か
に
、

実
は
教
団
の
不 

滅
性
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は' 

一
見' 

仏 

教
々
団
が
仏
教
々
団
を
滅
亡
に
追
い
込
ん
で
行
く
こ
と
の
如
く
に 

見
え
る
こ
の
法
難
の
な
か
に
、
実
は
本
来
、
仏
教
々
団
と
拘
り
の 

な
い
世
俗
性
の
あ
が
き
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
詮 

世
俗
が
教
団
を
破
壊
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば 

教
団
と
は
単
な
る
偶
然
性
の
う
え
に
成
り
立
っ
た
世
俗
的
な
集
合 

体
で
は
な
く
、
遇
教
を
縁
と
し
て
生
起
し
た
教
法
統
理
の
和
合
体 

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
教
団
は
、
本
来
、
 

時
処
諸
縁
を
選
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
そ
れ 

が
逆
縁
で
あ
ろ
う
が
順
縁
で
あ
ろ
う
が
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い 

て
も
縁
を
選
ぶ
こ
と
な
く
、
随
縁
に
於
て
自
在
た
り
得
る
の
で
あ 

る
。
そ

れ

は

「
信
順
を
因
と
な
し' 

疑
謗
を
縁
と
な
す
」(

後
序)
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と
示
さ
れ
る
如
く'

如
何
に
苛
酷
な
弾
圧
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も 

却
っ
て
、
そ
の
法
難
を
法
縁
と
転
じ
て
再
生
す
る
不
死
鳥
の
如
き 

不
滅
の
生
命
を
も
つ
も
の
こ
そ' 

真
に
教
団
と
呼
ば
る
べ
き
も
の 

で
あ
る
。

か
く
て
親
鸞
は
「
罪
科
を
考
え
ず
、
猥
し
く
死
罪
に
坐
す
、
或 

は
僧
の
儀
を
改
め' 

姓
名
を
賜
っ
て
遠
流
に
処
す
」
と
い
う
弾
圧 

の
事
実
の
本
性
が
、
世
俗
性
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
を 

知
っ
た
と
き' 

そ
う
し
た
疑
謗
破
滅
の
す
べ
て
を
、
興
法
利
生
の 

縁
と
転
成
し
て
、

「
証
道
今
盛
」
な
ら
し
め
て
止
ま
ぬ
教
団
の
永 

遠
の
生
命
に
触
れ
た
と
き' 

「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
」

の 

教
え
に
遇
う
て
、

「
浄
土
の
真
宗
」
に
目
覚
め
た
自
己
自
身
を
、
 

「
予
は
其
の
ー
な
り
」
と
無
限
の
感
動
を
こ
め
て
明
記
す
る
に
致 

っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は 

五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は 

道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
ひ
て 

念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て 

疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り

菩
提
を
う
ま
じ
き
ひ
と
は
み
な 

専
修
念
仏
に
あ
だ
を
な
す 

頓
教
毁
滅
の
し
る
し
に
は 

生
死
の
大
海
き
は
も
な
し(

正
像
末
和
讃)

と
、
法
難
の
事
実
を
受
け
止
め
、
そ

れ

を

「
菩
提
を
う
ま
じ
き
ひ 

と
」
す
な
わ
ち'

仏
教
を
以
て
装
う
た
世
俗
に
よ
る
「
頓
教
毁
滅
」 

で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て 

像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て 

釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む 

弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て 

念
仏
往
生
さ
か
り
な
り(

同
上) 

と
、

「
聖
道
の
諸
教
」
の

「
行
証
久
廃
」
と
、

「
浄
土
の
真
宗
」 

の

「
証
道
今
盛
」
と
を
、
ふ
か
ぶ
か
と
領
受
し
た
の
で
あ
る
。
 

し

か

ら

ば

「
浄
土
の
真
宗
は' 

証
道
今
盛
な
り
」
と

い

い

「
念 

仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
確
証
し
得
る
場
こ
そ' 

教
団
の
永
遠
な 

る
生
命
、
す
な
わ
ち
、
等
流
し
て
止
ま
ぬ
教
法
に
遇
い
得
た
「
ー
 

人
」

の
信
心
の
外
に
は
な
い
。

こ

の

「
予
は
其
の
ー
な
り
」
と
い 

う

「
親
鸞
一
人
」

の
自
証
を
基
点
と
し
て
、
始
め
て
末
法
時
と
い 

う
歴
史
的
限
定
に
於
て
興
起
し
た
浄
土
宗
教
団
の
う
ち
深
く
に
、
 

真
に
時
処
諸
縁
を
選
ぶ
こ
と
な
き
「
在
世
正
法
像
末
法
滅
濁
悪
の 

群
前
」
を

「
斉
し
く
悲
引
」
し
て
止
ま
ぬ
永
遠
の
教
法
社
会
、
す 

な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
教
団
を
見
開
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
か 

か
る
浄
土
真
宗
教
団
の
本
質
を
「
非
僧
非
俗
」
と
現
わ
す
こ
と
と 

な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

(

末
完) 

①

木
磁
第
九
号
所
掲
「務
泉
教3
|

そ
の
掛
教
と
し
て
の
『飒
與
抄
』I

」
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