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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
龍
谷
大
学
の
淺
田
正
博
で
す
。
惠
真
と
も
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
正
博
が
戸
籍
名
で
、
惠
真
は
法

名
で
す
。
定
年
退
職
後
は
本
願
寺
の
ほ
う
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
法
名
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
、
で
す
か
ら
正
博
と

惠
真
の
両
方
を
併
記
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
同
一
人
物
で
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
今
日
は
「
親
鸞
聖
人
と
比
叡
山
大
乗
院
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
少
し
経
緯
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

こ
か
ら
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

若
き
日
の
親
鸞

　

一
カ
月
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。
京
都
の
南
座
の
支
配
人
か
ら
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。「
来
年
（
二
〇
二
三
）
の
四
月
に
親
鸞
聖
人
の

仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

親
鸞
聖
人
と
比
叡
山
大
乗
院

淺

田

正

博

（
恵

真
）
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誕
生
八
百
五
十
年
、
ま
た
立
教
開
宗
八
百
年
の
記
念
法
要
に
合
わ
せ
て
南
座
で
『
若
き
日
の
親
鸞
』
と
い
う
公
演
を
し
ま
す
」
と
言
う

の
で
す
。
ま
だ
公
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
法
要
に
合
わ
せ
て
の
公
演
で
す
か
ら
、
真
宗
十
派
連
合
に
推
薦
し
て
戴
く
よ
う

に
お
願
い
し
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
十
派
連
合
か
ら
「
推
薦
す
る
に
は
監
修
者
を
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
で
、
二

人
の
監
修
者
を
紹
介
戴
い
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
一
人
が
私
だ
と
言
う
の
で
す
。「
第
一
回
目
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
い
の
で
来
て

く
れ
ま
す
か
」
と
い
う
連
絡
で
し
た
。
そ
こ
で
「『
若
き
日
の
親
鸞
』
は
、ど
な
た
の
原
作
を
公
演
す
る
の
で
す
か
」
と
聞
き
ま
す
と
、「
五

木
寛
之
さ
ん
で
す
」
と
言
う
の
で
す
。「
そ
れ
な
ら
ば
、
私
も
い
ろ
い
ろ
因
縁
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
」
と
了
承
し
た
次
第
で
す
。

南
座
公
演
「
若
き
日
の
親
鸞
」
を
縁
と
し
て

　

今
南
座
で
は
藤
山
寛
美
さ
ん
の
三
十
三
回
忌
記
念
公
演
会
を
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
藤
山
寛
美
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
、
藤
山

直
美
さ
ん
の
甥
に
当
た
る
藤
山
扇
治
郎
さ
ん
が
親
鸞
役
を
す
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
以
外
の
人
の
配
役
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
で

す
か
ら
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、「
主
役
だ
け
は
決
ま
っ
て
い
る
」
と

い
う
話
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
ど
う
し
て
五
木
寛
之
さ
ん
と
縁
が
あ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
二

〇
〇
八
年
九
月
一
日
で
し
た
か
全
国
の
地
方
紙
一
斉
に
、「
親
鸞
」
と
題
し
て
、
一

年
間
連
載
小
説
を
書
か
れ
ま
し
た
。（
そ
の
後
、
西
日
本
新
聞
社
よ
り
刊
行
）

　

そ
の
年
の
五
月
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
五
木
さ
ん
か
ら
西
本
願
寺
に
電
話
が

写真 1　若き日の親鸞
パンフレット
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あ
り
ま
し
た
。「『
親
鸞
』
を
一
年
か
か
っ
て
連
載
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。」
と
言
わ
れ
、「
構
想
は
十
年
前
か
ら
練
っ
て
い
ま
し
た
が
、

い
よ
い
よ
執
筆
す
る
と
な
り
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
比
叡
山
へ
行
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
筆
が
走
り
ま
せ
ん
。
誰
か
案
内
し
て
く
れ
る
人

は
居
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

す
る
と
、
教
学
研
究
所
の
所
長
さ
ん
か
ら
私
に
連
絡
が
あ
り
ま
し
て
「
五
木
さ
ん
を
一
日
、
比
叡
山
へ
案
内
し
て
く
れ
な
い
か
な
」

と
い
う
の
で
す
。
私
は
五
木
さ
ん
と
二
人
で
比
叡
山
を
歩
け
る
と
思
っ
て
喜
ん
で
了
承
し
た
の
で
す
が
、
待
ち
合
わ
せ
の
京
都
駅
へ
行

き
ま
す
と
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
お
付
き
の
人
が
い
ま
し
た
。
連
載
前
で
し
た
の
に
講
談
社
が
す
で
に
版
権
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
講
談
社
の
部
長
さ
ん
や
課
長
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
し
か
も
五
木
さ
ん
専
用
の
講
談
社
の
社
員
ま
で
い
た
の
に
は

驚
き
で
し
た
。
ま
た
、
カ
ッ
ト
絵
を
描
く
画
家
の
方
も
い
ま
し
た
。
加
え
て
西
本
願
寺
の
教
学
研
究
所
か
ら
も
、
所
長
さ
ん
は
じ
め
何

人
も
付
い
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
結
局
十
数
人
の
大
所
帯
に
な
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
分
乗
し
て
比
叡
山
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
「
ど
の
よ
う
な
場
所
の
見
学
を
ご
希
望
さ
れ
ま
す
か
」
と
聞
き
ま
す
と
「
あ
な
た
に
任
せ
ま
す
が
、
ど
こ
か
で
実
際
に
修
行
し
て
い

る
人
の
姿
を
見
る
事
が
で
き
れ
ば
有
り
難
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
ほ
と
ん
ど
私
の
思
い
で
一
日
比
叡
山
を
巡
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

実
際
、
連
載
が
始
ま
り
ま
す
と
、
ど
の
よ
う
に
比
叡
山
時
代
の
親
鸞
聖
人
を
描
か
れ
る
の
か
、
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
修
行
の
中
か
ら
、

五
木
さ
ん
は
ど
の
修
行
に
着
目
し
て
親
鸞
聖
人
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
比
叡
山
を
下
り
ら
れ
る

と
さ
れ
る
の
か
、
現
実
に
は
未
解
明
な
面
を
小
説
家
で
す
か
ら
自
由
に
描
け
る
訳
で
す
の
で
、
五
木
親
鸞
と
し
て
大
変
な
関
心
を
も
っ

て
連
載
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
年
の
十
二
月
の
終
わ
り
頃
で
し
た
。
出
稿
前
に
目
を
通
し
て
欲
し
い
と
言
う
原
稿
が
届
い
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
比
叡
山
で
親

鸞
聖
人
が
好
相
行
を
な
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
す
ぐ
に
「
親
鸞
聖
人
は
好
相
行
を
な
さ
れ
た
と
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は
思
え
ま
せ
ん
が
…
」
と
連
絡
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
正
月
休
み
に
入
っ
て
い
ま
し
た
の
で
「
残
念
で
す
が
、
時
間
的
に
書
き

換
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
の
秘
書
か
ら
の
返
事
だ
っ
た
の
で
す
。

好
相
行

　

こ
こ
で
好
相
行
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
現
在
、
比
叡
山
で
は
、
十
二
年
籠
山
行
の
入
門
テ
ス
ト
の
よ
う
な
形
で
好
相
行
が
修
さ
れ
て

い
ま
す
。
十
二
年
籠
山
行
は
十
二
年
間
比
叡
山
を
下
り
ず
に
山
に
籠
も
り
っ
き
り
で
の
修
行
で
す
。
そ
れ
に
は
よ
ほ
ど
の
堅
固
な
道
心

が
必
要
で
す
。
そ
の
信
念
を
養
う
た
め
に
さ
れ
る
行
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
経
典
上
で
は
「
自
誓
受
戒
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。

好
相
と
は
、
仏
様
の
お
姿
の
こ
と
で
、
三
十
二
相
八
十
種
好
を
言
い
ま
す
。
三
十
二
相
の
「
相
」
と
、
八
十
種
好
の
「
好
」
か
ら
「
好

相
行
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
自
誓
受
戒
と
は
大
乗
仏
教
独
自
の
受
戒
の
仕
方
で
、
直
接
お
釈
迦
様
か
ら
戒
律
を
授
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。
直
接

お
釈
迦
様
か
ら
の
受
戒
と
聞
き
ま
す
と
、
私
た
ち
凡
人
か
ら
は
少
し
奇
異
に
感
じ
ま
す
。
通
常
、
目
前
に
戒
師
が
い
て
、
そ
の
戒
師
か

ら
授
け
て
い
た
だ
く
の
が
戒
律
の
受
け
方
と
思
い
ま
す
が
自
誓
受
戒
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
か
ら
授
け
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
の
為
に
は
お
釈
迦
様
の
相す
が
たを
受
戒
す
る
行
者
の
目
で
実
際
に
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
見
仏
体
験
す
る
こ
と
が
好
相
行

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
好
相
（
仏
の
姿
）
を
感
得
す
る
行
と
い
う
意
味
か
ら
来
る
呼
称
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
こ
と
が
無
い
私
が
、
こ
の
話
が
出
来
る
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
龍
谷
大
学
の
大
学
院
博
士
課
程
を
終

わ
っ
た
年
の
事
で
す
。
叡
山
学
院
学
監
の
小
寺
文
頴
先
生
か
ら
「
叡
山
学
院
で
教
鞭
を
執
ら
な
い
か
」
と
声
を
か
け
て
戴
き
ま
し
た
。

以
来
、
週
に
一
日
で
し
た
が
十
年
間
叡
山
学
院
へ
通
わ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
学
者
の
知
人
も
当
然
な
が
ら
増
え
ま
し
た
が
、
修
行
を
体
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験
さ
れ
た
沢
山
の
行
者
さ
ん
と
知
り
合
い
に
な
れ
た
の
が
何
よ
り
も
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。

　

自
ら
の
修
行
に
よ
っ
て
至
っ
た
境
地
は
な
か
な
か
他
人
に
は
話
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
教
え
た
学
生
が
卒
業
し
て
比
叡
山
へ

入
っ
て
修
行
を
し
ま
す
と
し
め
た
も
の
で
す
。
少
々
無
理
に
で
も
体
験
談
を
き
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
例
え
ば
千
日
回
峰
行
の
体
験
者

で
す
が
、
十
年
間
に
教
え
た
学
生
の
中
か
ら
三
人
も
出
て
い
ま
す
。
私
は
真
宗
で
す
が
天
台
宗
と
の
宗
派
の
壁
は
案
外
高
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
教
え
子
と
な
る
と
こ
の
壁
を
取
っ
払
っ
て
く
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
裏
話
も
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
自
力
聖
道
門

を
体
験
し
た
境
地
の
深
ま
り
を
知
ら
さ
れ
た
り
で
、
そ
の
後
の
私
の
研
究
に
大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
の
一
つ
が
好
相
行

で
す
。

浄
土
院　

比
叡
山
三
地
獄
行
の
一
つ
「
掃
除
地
獄
」

　

比
叡
山
は
、東
塔
、西
塔
、横
川
の
三
つ
の
エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す
。
東
塔
か
ら
西
塔
に
至
る
ち
ょ

う
ど
中
間
辺
り
に
、
浄
土
院
と
言
う
、
伝
教
大
師
最
澄
の
御
廟
所
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
好
相
行

を
修
す
る
場
所
が
こ
の
浄
土
院
の
拝
堂
で
す
。「
礼
拝
」
の
「
拝
」
と
「
お
堂
」
の
「
堂
」
を
書

き
ま
す
。
お
墓
の
前
に
あ
る
礼
拝
堂
と
い
う
意
味
で
す
。
皆
さ
ん
は
西
本
願
寺
の
大
谷
本
廟
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
ら
そ
れ
を
例
に
説
明
し
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
御
廟
所
の
前
に
明
著
堂
と
言
う

お
堂
が
あ
り
ま
す
。
普
段
は
荘
厳
具
が
一
切
な
く
て
、
し
と
み
戸
が
上
が
っ
て
い
る
能
舞
台
の
よ

う
な
お
堂
で
す
。
こ
れ
が
拝
堂
で
す
。
法
要
時
に
は
礼
盤
を
置
い
て
お
勤
め
が
な
さ
れ
ま
す
。
比

叡
山
の
浄
土
院
は
し
と
み
戸
が
下
り
て
い
ま
す
か
ら
、
堂
内
を
伺
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
荘
厳

写真 2　浄土院
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具
だ
け
を
安
置
し
て
あ
る
礼
拝
の
為
の
建
物
で
す
。
こ
の
拝
堂
の
裏
へ
回
り
ま
す
と
最
澄
さ
ん
の
御
廟
所
の
前
に
出
ま
す
。

　

今
日
ご
存
命
で
好
相
行
を
さ
れ
た
一
番
年
配
の
人
が
堀
澤
祖
門
と
言
わ
れ
る
方
で
す
。
二
、
三
週
間
ほ
ど
前
、
京
都
新
聞
を
賑
わ
せ

ま
し
た
。
こ
の
方
が
天
台
宗
の
一
番
上
の
階
級
の
探
題
に
就
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
記
事
が
新
聞
の
第
一
面
に
カ
ラ
ー
写
真
入
り
で
出
ま

し
た
。

　

今
年
で
九
十
三
歳
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
探
題
の
中
か
ら
天
台
座
主
が
選
ば
れ
る
の
で
す
か
ら
、
堀
澤
和
尚
さ
ん
に
、「
も
う
ぼ
つ
ぼ

つ
で
す
ね
」
と
言
い
ま
す
と
「
い
や
、
私
よ
り
年
上
の
探
題
さ
ん
が
三
人
も
居
る
よ
」
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
す
ご
く
ご
高
齢

な
方
ば
か
り
で
す
ね
。

　

西
本
願
寺
に
宗
学
院
と
い
う
教
育
機
関
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
お
越
し
頂
い
て
好
相
行
の
体
験
談
を
話
し
て
い
た
だ
い
た
事
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
堀
澤
和
尚
は
大
原
三
千
院
の
門
主
さ
ん
で
し
た
。
あ
の
よ
う
な
ご
門
主
が
来
ら
れ
ま
す
と
、
西
本
願
寺
も
丁
重

に
お
迎
え
を
し
ま
す
ね
。
本
願
寺
職
員
の
方
が
飛
雲
閣
を
案
内
し
、
し
か
も
二
階
か
ら
三
階

ま
で
す
べ
て
拝
観
を
許
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
私
は
飛
雲
閣
の
一
階
に
は
入
っ
た
事
が
あ
り

ま
す
が
、
二
階
以
上
の
拝
観
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、「
天
台
宗
の

門
跡
寺
院
で
あ
る
三
千
院
の
御
門
主
で
す
」
と
言
え
ば
「
二
階
へ
ど
う
ぞ
」
と
言
わ
れ
驚
き

ま
し
た
。
下
の
写
真
が
飛
雲
閣
の
二
階
の
窓
か
ら
滴
翠
園
を
眺
め
て
お
ら
れ
る
堀
澤
先
生
で

す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
宗
学
院
の
前
に
も
龍
谷
大
学
へ
講
演
に
お
招
き
し
た
事
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
折
に
堀
澤
先
生
に
好
相
行
の
実
際
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
話
し
て
頂
い
た
記
録
が
、

こ
の
『
天
台
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
ち
ょ
う
ど
十
年
ほ
ど
前
に
龍
谷
大
学
の
教

授
を
定
年
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
定
年
直
前
に
、
天
台
関
係
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
学
者

写真 3　飛雲閣二階の堀澤師
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や
行
者
さ
ん
を
龍
谷
大
学
へ
招
い
て
、
ち
ょ
う
ど
一
年
間
に
わ
た
っ
て
月
に
一
度
、
講

演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
十
二
人
に
来
学
頂
き
ま
し
た
講
演
録
が
こ
の
本
な

の
で
す
。
一
度
皆
さ
ん
も
手
に
取
っ
て
見
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
オ
ー
プ
ン

セ
レ
モ
ニ
ー
に
お
招
き
し
た
お
方
が
堀
澤
祖
門
師
だ
っ
た
の
で
す
。

好
相
行
の
実
際

　

堀
澤
先
生
の
タ
イ
ト
ル
は
「
好
相
行
の
実
際
」
と
言
う
も
の
で
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
浄
土
院
の
拝
堂
内
部
の
一
角
を
白
い
幕

で
囲
い
、
正
面
に
「
受
戒
の
三
聖
」
と
い
う
、
お
釈
迦
様
と
弥
勒
菩
薩
と
文
殊
菩
薩
の
絵
像
を
掛
け
て
、
そ
の
前
で
礼
拝
行
を
修
し
ま

す
。
真
宗
で
は
五
体
投
地
の
礼
拝
を
行
い
ま
せ
ん
が
、
頭
と
両
肘
と
両
膝
を
大
地
に
付
け
て
、

両
手
を
上
に
向
け
て
耳
の
所
ま
で
挙
げ
ま
す
。
す
る
と
、
今
、
お
称
え
し
た
仏
様
が
、
手
の

ひ
ら
の
上
に
立
た
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
い
わ
ば
一
番
敬け
い

虔け
ん

な
礼
拝
の
仕
方
が
五
体
投
地
と

い
う
事
に
な
り
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
な
ど
の
五
体
投
地
を
放
映
し
て
い
る
の
を
見
ま
す
と
、
合
掌
し

た
両
手
を
伸
ば
し
て
地
に
伏
し
、
全
身
寝
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
日
本
の
五
体
投
地

は
膝
と
肘
を
曲
げ
て
地
に
伏
し
、
お
尻
を
上
げ
た
ま
ま
蹲
っ
て
い
る
状
態
で
の
礼
拝
で
す
。

　

下
の
写
真
に
「
三
千
佛
名
経
」
と
言
う
経
典
名
が
石
に
彫
ら
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
過
去
に

千
仏
、
現
在
に
千
仏
、
未
来
に
千
仏
の
合
計
三
千
の
仏
さ
ま
が
居
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ

写真 4　天台講演録
（自照社出版）写真 5　三千仏名経の碑
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の
総
て
の
仏
様
の
名
前
が
記
載
さ
れ
た
経
典
を
い
い
ま
す
。
こ
の
三
千
仏
名
経
に
記
載
さ
れ
た
仏
様
一
人
一
人
の
名
前
を
一
日
に
一
回

称
え
て
、
そ
の
一
仏
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
五
体
投
地
の
礼
拝
を
す
る
の
で
す
。
一
日
に
一
回
と
簡
単
に
言
い
ま
す
が
、
三
千
仏
で
す
か

ら
一
日
に
三
千
回
の
礼
拝
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
行
を
「
礼
拝
行
」
と
も
呼
ん
で
い
る
の
で

す
。

　

そ
の
経
典
を
経
机
に
置
い
て
、
一
人
一
人
の
仏
様
の
名
前
を
称
え
ま
す
。
例
え
ば
、
阿
弥
陀
様
な
ら
ば
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
す
ね
。

こ
の
名
号
を
称
え
る
と
同
時
に
五
体
投
地
を
行
い
ま
す
。
そ
の
間
に
、
ま
ず
「
罄
」
を
一
音
鳴
ら
し
ま
す
。「
罄
」
は
真
宗
で
は
使
い

ま
せ
ん
が
「
リ
ン
」
と
同
様
に
使
用
し
ま
す
。「
罄
」
は
上
か
ら
ト
ン
と
た
た
く
と
音
の
す
る
鳴
ら
し
物
で
す
。

　

そ
し
て
焼
香
を
し
、
散
華
を
し
ま
す
。
散
華
は
本
来
、
花
び
ら
を
散
ず
る
の
で
し
ょ
う
が
、
た
く
さ
ん
花
び
ら
を
用
意
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
樒
の
葉
を
撒
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
行
に
入
っ
た
行
者
が
い
る
と
な
る
と
、
比
叡
山
全
山
の
樒
の
葉
が
集

め
ら
れ
ま
す
。

　

少
し
考
え
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
単
純
に
計
算
し
て
、
も
し
一
仏
の
礼
拝
に
一
分
か
か
る
と
し
ま
す
と
一
時
間
で
六
〇
仏
、
二

十
四
時
間
な
ら
ば
一
四
四
〇
仏
で
す
。
こ
れ
な
ら
ば
到
底
無
理
で
す
。
一
仏
に
三
十
秒
だ
と
し
て
も
二
八
八
〇
仏
で
す
か
ら
一
日
に
三

千
仏
は
礼
拝
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
寝
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
疲
れ
果
て
て
し
ま
え
ば
寝
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
横
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
縄
床
」
と
言
う
麻
縄
で
編
ん
だ
椅
子
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
お
堂
の
隅
に
置

い
て
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
椅
子
に
座
っ
て
、
少
し
う
と
う
と
す
る
ぐ
ら
い
は
出
来
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
や
は
り
、
食
事
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
ト
イ
レ
に
も
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
大
体
十
五
秒
か
二
十
秒
ぐ
ら
い
で
一
仏

を
礼
拝
し
な
け
れ
ば
、
明
く
る
日
に
繰
り
越
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
か
ら
大
変
で
す
。

　

こ
の
行
は
比
叡
山
で
十
二
年
に
一
度
程
度
行
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
先
ほ
ど
「
籠
山
行
」
の
話
を
し
ま
し
た
が
、「
籠
山
」
と
は
「
山
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に
こ
も
る
」
と
書
き
ま
す
。
俗
界
を
離
れ
て
比
叡
山
に
籠
も
る
修
行
で
す
。
こ
の
行
は
開
山
の
伝
教
大
師
が
『
山
家
学
生
式
』
に
規
定

し
て
お
り
ま
す
。
十
二
年
と
決
め
て
籠
山
し
修
行
し
ま
す
。
こ
れ
を
籠
山
比
丘
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
籠
山
比
丘
に
な
る
た
め
の
自
誓
受

戒
で
も
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
十
二
年
に
一
度
程
度
で
す
か
ら
、
好
相
行
の
場
に
出
合
う
こ
と
が
な
か
な
か
出
来
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
二
十
年
ほ
ど
も
前
に
な
り
ま
す
が
「
好
相
行
に
入
ら
れ
た
」
と
聞
き
ま
し
た
の
で
、
正
確
な
時
間
が
計
れ
る
時
計
を
持
っ
て

浄
土
院
を
訪
れ
ま
し
た
。
お
堂
の
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
行
を
修
し
て
い
る
拝
堂
の
外
側
へ
は
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

扉
一
つ
隔
て
た
向
こ
う
で
好
相
行
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
声
が
聞
こ
え
れ
ば
一
仏
を
何
秒
で
礼
拝
し
て
い
る
か

が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
非
常
に
弱
々
し
い
声
で
し
て
、
外
に
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
罄
を
打
つ
音
が
響
い
て
き
ま
す
。

ト
ー
ン
か
ら
ト
ー
ン
ま
で
で
一
仏
礼
拝
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
時
間
を
測
っ
て
み
れ
ば
四
十
秒
も
か
か
っ
て
い
た
の
で
す
。
よ
ほ
ど

疲
れ
て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
感
じ
た
次
第
で
す
。

仏
名
を
唱
え
な
が
ら
＊
＊
＊
＊

　

堂
内
の
写
真
を
撮
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
堀
澤
祖
門
先
生
が
自
ら
の
修
行
中
の
秘
蔵
写
真
を

『
天
台
』
に
提
供
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

下
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
合
唱
し
て
い
る
手
で
す
が
、
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
の
は
指
の

「
た
こ
」
で
す
。
五
体
投
地
を
し
て
礼
拝
し
ま
す
か
ら
、
指
が
床
に
つ
く
の
で
す
。
す
る
と
こ
の

よ
う
な
「
た
こ
」
が
指
に
出
来
る
の
で
す
。
こ
れ
は
写
真
を
見
せ
て
頂
か
な
け
れ
ば
解
り
ま
せ
ん

ね
。

写真 6　好相行中の掌のたこ
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と
こ
ろ
で
堀
澤
先
生
に
「
ど
れ
ぐ
ら
い
の
日
数
で
仏
様
を
拝
ま
れ
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
三

カ
月
程
度
で
す
」
と
応
え
ら
れ
ま
し
た
。
九
十
日
で
す
ね
。
経
典
に
は
修
行
の
期
間
が
様
々
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
一
週
間

や
一
ヶ
月
、
あ
る
い
は
三
カ
月
で
す
。
春
秋
の
彼
岸
会
は
今
日
で
も
一
週
間
修
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
ま
ん
中
の
日
を
「
彼

岸
の
中
日
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。
春
分
の
日
や
秋
分
の
日
で
す
。
ま
た
「
常
行
三
昧
」
な
ど
は
三
カ
月
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
体
同

じ
修
行
を
九
十
日
ほ
ど
す
れ
ば
、
仏
様
を
感
得
す
る
な
り
、
あ
る
い
は
一
験
を
得
る
よ
う
な
宗
教
体
験
が
出
来
る
よ
う
で
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
の
一
番
の
関
心
事
は
「
見
仏
体
験
」
で
す
。
堀
澤
祖
門
先
生
に
「
仏
様
を
見
ら
れ
た
様
子
」
を
尋
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
私
は
「
仏
を
見
た
」
と
表
現
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
だ
そ
う
で
す
。「
好
相
を
得
る
」
と
表
現
す
る
の
が
正
し
い
よ
う

で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
肉
体
的
な
目
で
仏
を
見
る
の
で
は
無
い
か
ら
で
す
。
こ
の
宗
教
体
験
は
目
を
開
い
て
い
て
も
目
を
閉
じ
て
い
て
も

仏
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

　
『
天
台
』
の
講
演
内
容
の
文
章
は
堀
澤
先
生
に
確
認
し
て
頂
い
て
載
せ
て
い
ま
す
。
し
か
も
講
演
し
て
頂
い
た
通
り
で
す
の
で
、
こ

の
体
験
談
の
箇
所
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

私
の
前
方
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
所
、
そ
し
て
、
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
に
一
メ
ー
ト
ル
弱
の
仏
様
が
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

す
。
ち
ょ
う
ど
極
彩
色
の
掛
け
軸
の
中
か
ら
抜
け
出
て
き
た
よ
う
な
お
姿
で
、
ま
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、
じ
っ
と
私
を
見
つ
め
て
お

ら
れ
ま
す
。
仏
様
の
表
情
や
細
や
か
な
動
き
ま
で
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
の
で
す
。
そ
の
仏
様
か
ら
見
つ
め
ら
れ
た
と
き
、

私
は
瞬
時
に
お
釈
迦
様
だ
と
直
感
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
同
時
に
、『
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
』
と
い
う
言
葉
が
腹
の
底
か
ら
突
き

上
げ
る
よ
う
に
、
止
め
ど
も
な
く
湧
き
出
て
く
る
の
で
す
。

…
…

私
は
夢
中
に
な
っ
て
合
掌
し
た
ま
ま
、『
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
』
と
唱
え
続
け
ま
し
た
。
全
身
が
硬
直
状
態
と
な
っ
て
、
感
動
の
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渦
の
中
に
あ
り
、
涙
と
汗
が
混
じ
り
合
っ
て
顔
の
上
を
流
れ
る
の
が
分
か
り
ま
し
た
。
ど
れ
ぐ
ら
い
の
時
間
が
経
過
し
た
の
か
。

や
が
て
お
釈
迦
様
の
右
手
か
ら
ひ
も
状
の
も
の
が
一
本
伸
び
て
き
て
、
私
の
腰
の
周
り
を
巻
き
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
そ

の
ひ
も
が
お
釈
迦
様
の
手
元
へ
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
そ
の
ひ
も
を
両
手
に
取
ら
れ
て
、
じ
っ
と
私
を
凝
視
し
た
ま

ま
、
静
か
に
後
方
へ
バ
ッ
ク
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
腰
が
ぐ
っ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
感
じ
が
し
て
、
や
が
て
ひ
も

は
す
る
す
る
と
抜
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
変
具
体
的
に
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
仏
様
を
拝
し
ま
し
た
」
と
い
う
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
聞
い
て
い
る
皆
は
感
激
で
し
た
。

龍
谷
大
学
の
大
宮
学
舎
の
本
館
講
堂
は
百
五
十
人
ほ
ど
入
り
ま
す
が
、
二
百
人
以
上
の
学
生
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
日
、
私
は
大
学
の
授
業
を
担
当
し
て
感
じ
る
の
は
、
先
生
と
し
て
の
威
厳
が
無
く
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
学
生
の

頃
は
、
先
生
に
質
問
す
る
と
き
は
改
ま
っ
た
思
い
で
問
い
か
け
た
も
の
で
す
。
し
か
も
敬
語
を
使
っ
て
で
す
。
し
か
し
今
の
学
生
た
ち

は
先
生
を
友
達
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
話
し
か
け
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
先
生
、仏
さ
ん
っ
て
ほ
ん
と
に
居
ん
の
？
」

こ
の
よ
う
な
調
子
で
す
。「
仏
さ
ん
が
ほ
ん
と
に
居
る
ん
や
っ
た
ら
、
こ
こ
へ
出
し
て
よ
！
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
か
け
は
日
常
茶
飯

事
で
す
。
疑
問
点
を
素
直
に
先
生
に
聞
く
こ
と
は
良
い
の
で
す
が
、
も
う
少
し
聞
き
方
が
無
い
か
な
！
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
質
問
の

仕
方
は
別
に
し
て
も
、
よ
く
考
え
ま
す
と
、
私
た
ち
が
若
い
と
き
も
同
じ
よ
う
な
思
い
だ
っ
た
な
と
感
じ
ま
す
。
見
る
こ
と
も
で
き
な

い
、
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
声
を
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
の
よ
う
な
仏
様
が
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
も
納
得
で
き
な
い
と
い
う
の

が
、
仏
教
を
学
び
始
め
た
最
初
の
思
い
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
「
ど
う
し
て
も
仏
さ
ん
を
確
認
し
た
い
の
な
ら
、
比
叡
山
へ
行
っ
て
好

相
行
を
や
っ
て
来
れ
ば
良
い
よ
！
」
と
学
生
に
言
い
ま
す
。
す
る
と
学
生
た
ち
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
で
す
が
、
西
本
願
寺
派
で
得
度
を
受
け
る
人
、
要
す
る
に
こ
れ
か
ら
お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
志
を
抱
い
た
人

に
対
し
て
、
西
山
別
院
で
十
日
間
、
得
度
習
礼
と
言
う
僧
侶
の
実
習
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頭
初
に
、
好
相
行
を
修
し
た
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行
者
さ
ん
の
体
験
談
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
ば
、
僧
侶
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
無
い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
十
日
間

の
習
礼
の
第
一
日
目
は
受
け
付
け
で
す
か
ら
、
二
日
目
に
バ
ス
で
習
礼
生
全
員
を
比
叡
山
へ
連
れ
て
い
っ
て
、「
仏
様
は
本
当
に
お
ら

れ
る
ん
だ
よ
。
私
は
そ
の
仏
様
の
姿
を
見
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
体
験
談
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
数
年
前
か
ら
始
め

た
の
で
す
が
体
験
談
を
聞
く
こ
と
は
な
か
な
か
好
評
の
よ
う
で
す
。

　

少
し
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
好
相
を
得
た
体
験
談
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
信
じ

る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
行
者
さ
ん
が
勝
手
に
仏
を
見
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
無
い
の
？
」
と

考
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
誠
に
愚
か
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
私
た
ち
は
そ
こ
ま
で
疑
い
の
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

こ
こ
に
、
私
は
比
叡
山
な
ら
で
は
の
大
き
な
伝
統
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
行
者
が
見
た
仏
が
本
当

の
仏
か
、
あ
る
い
は
仏
と
は
違
う
も
の
を
認
識
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
夢
・
幻
を
見
た
の
か
、
等
を
判
定
さ
れ
る
師
匠
が
お
ら
れ
る
と

い
う
事
で
す
。
師
匠
と
は
す
で
に
好
相
行
を
実
体
験
さ
れ
た
方
で
す
。
そ
の
師
匠
は
同
じ
よ
う
に
そ
の
前
の
師
匠
に
認
定
し
て
頂
い
た

の
で
す
か
ら
、
比
叡
山
に
は
歴
代
に
渡
っ
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
好
相
を
得
た
体
験
者
が
居
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が

比
叡
山
の
素
晴
ら
し
い
伝
統
と
呼
べ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
こ
こ
で
「
仏
と
は
違
う
も
の
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
少

し
説
明
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
経
典
に
は
「
悪
魔
が
来
た
り
て
仏
の
姿
を
現
ず
る
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
。
悪
魔
が
仏
様
の
姿

に
な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
形
や
姿
は
仏
さ
ま
で
し
ょ
う
が
。
こ
れ
で
は
仏
を
拝
し
た
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

そ
こ
で
、
す
で
に
体
験
さ
れ
た
師
匠
、
こ
れ
を
「
明
師
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
明
師
に
体
験
し
た
状
況
を
確
認
し
て
頂
く

必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
堀
澤
先
生
は
不
思
議
な
体
験
を
す
れ
ば
必
ず
、
た
と
え
夜
中
で
あ
っ
て
も
師
匠
の
所
へ
報
告
に
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
厳
命
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
堀
澤
先
生
の
続
く
法
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
ょ
う
。
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や
が
て
、
こ
れ
が
好
相
だ
っ
た
の
だ
と
自
知
す
る
よ
う
に
な
り
、
身
動
き
も
徐
々
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何
か
の
体

験
が
あ
っ
た
と
き
は
、
時
間
を
問
わ
ず
、
師
僧
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
そ
の
ま
ま
師
僧
の
元
を
訪
れ

ま
し
た
。
師
僧
は
直
ち
に
起
き
上
が
っ
て
、
私
の
報
告
を
子
細
に
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
幾
つ
か
の
点
を
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
う
え
で
、『
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
確
か
に
好
相
で
す
』
と
断
定
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
か
ら
い
う
比
叡
山
の
伝
統
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
仏
々
相
念
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
同
じ
体
験
を

し
た
も
の
だ
け
が
分
か
り
合
え
る
世
界
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
単
に
「
私
は
仏
様
を
見
た
。」
と
、
個
人
的
に
い
く
ら
主
張

し
て
も
そ
れ
は
通
じ
な
い
の
で
す
。
駄
目
で
す
。
明
師
が
認
め
な
け
れ
ば
好
相
で
は
無
い
の
で
す
。

　

愚
問
だ
と
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
つ
い
聞
き
た
く
な
っ
て
様
々
に
尋
ね
て
み
ま
し
た
。「
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
況
な
ら
ば

好
相
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
な
ら
ば
好
相
で
な
い
の
で
す
か
？
」
す
る
と
幾
つ
か
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
当
然
な
が
ら
、
細
か
い
と
こ
ろ
は
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
」
と
言
い
な
が
ら
、
一
つ
は
、
目
を
開
い
て
い
て

も
仏
様
が
見
え
る
し
、
目
を
閉
じ
て
い
て
も
仏
様
が
見
え
る
と
い
う
の
で
す
。「
目
を
閉
じ
て
い
て
も
仏
が
見
え
る
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
肉
体
的
認
識
で
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
仏
を
見
る
」
と
言
わ
ず
に
「
好
相
を
得
る
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
『
観
無
量
寿
経
』
に
日
没
時
に
お
け
る
「
日
想
観
」
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

有
目
の
徒
、
み
な
日
没
を
見
よ
。
ま
さ
に
想
念
を
起
し
、
正
坐
し
西
向
し
、
あ
き
ら
か
に
日
を
観
じ
、
心
を
し
て
堅
住
な
ら
し

め
、
専
想
し
て
移
ら
ざ
れ
ば
、
日
の
没
せ
ん
と
欲
し
て
、
状
、
鼓
を
懸
け
た
る
が
ご
と
く
な
る
を
見
る
べ
し
。
す
で
に
日
を
見

る
こ
と
已
ら
ば
、
閉
目
開
目
に
、
み
な
明
了
な
ら
し
め
よ
。
こ
れ
を
日
想
と
し
、
名
づ
け
て
初
め
の
観
と
い
ふ
。

と
あ
り
ま
す
。「
閉
目
・
開
目
し
て
も
、
太
陽
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
」
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
も
同
じ
よ
う
な
境
涯
を
い
う
の
だ
と

感
じ
ま
し
た
。
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次
に
第
二
の
見
分
け
方
で
す
。
堀
澤
先
生
は
次
の
よ
う
に
も
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
認
識
し
た
仏
様
が
絵
に
描
い
て
あ
る
よ
う

に
動
か
な
い
お
方
で
は
な
く
、
動
き
が
伴
っ
た
仏
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
の
だ
そ
う
で
す
。

　

第
三
に
は
「
声
が
澄
ん
で
来
て
、
遠
方
ま
で
届
く
」
と
も
聞
き
ま
し
た
。

　

私
は
あ
の
比
叡
山
の
中
で
、
五
百
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離
れ
た
所
か
ら
、
朗
々
と
し
た
念
仏
の
声
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る

い
は
、先
ほ
ど
も
話
し
ま
し
た
通
り
好
相
行
を
修
し
て
い
る
場
所
は
浄
土
院
で
す
が
、こ
の
門
前
は
行
者
道
で
も
あ
り
ま
す
。
毎
日
々
々

回
峰
行
者
が
通
り
ま
す
。
す
る
と
三
千
仏
を
称
え
る
声
が
聞
こ
え
る
の
で
す
。
回
峰
行
者
が
そ
の
声
の
澄
ん
で
い
く
具
合
を
聴
い
て
い

て
、
好
相
を
得
ら
れ
る
の
も
そ
ろ
そ
ろ
だ
と
感
じ
る
と
も
聞
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
ま
た
経
典
の
中
に
仏
様
の
説
法
の
こ
と
を
獅
子
吼く

と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
獅
子
と
は
ラ
イ
オ
ン
で
、
ラ
イ
オ
ン
が
吠
え
る
の
を
獅
子
吼
と
呼
び
ま
す
。
悟
り
を
得
た
方
の
声
に
は
拡
声

器
な
ど
は
必
要
な
い
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

　

五
木
さ
ん
が
書
い
た
『
親
鸞
』
は
、
聖
人
は
好
相
行
を
行
い
な
が
ら
も
仏
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
聖

人
の
苦
し
む
表
情
を
知
っ
た
周
辺
の
人
々
が
「
仏
を
見
た
」
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
本
人
が
仏
を
見
た
と
言
わ
な
い
の
で
す
が
、

い
つ
の
間
に
か
好
相
を
得
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
を
見
る
か
見
な
い
か
は
本
人
で
無
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
と
い

う
判
断
か
ら
、
そ
れ
だ
け
修
行
す
れ
ば
十
分
だ
よ
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
て
周
辺
の
人
が
気
を
遣
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ご
本
人
は
納
得
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
矛
盾
か
ら
比
叡
山
を
下
り
る
決
心
が
で
き
た
と
い

う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
説
と
し
て
は
大
変
興
味
深
い
所
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
無
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
「
な
い
」
と
言
え
る
か
、
そ
こ
が
問
題
で
す
。
堀
澤
祖
門
先
生
の
弟
子
に
宮
本
祖
豊
と
言
う
行
者
が
い
ま
す
。
宮
本
祖
豊
さ
ん

が
修
し
た
好
相
行
は
壮
絶
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
本
人
が
、
好
相
行
を
終
え
、
し
か
も
そ
の
後
の
十
二
年
も
の
籠
山
行
を
終
了
し
た

直
後
の
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
で
し
た
が
「
比
叡
山
時
報
」
記
者
の
坂
本
工た
く
み

さ
ん
が
そ
の
壮
絶
な
好
相
行
の
様
子
を
紹
介
し



親鸞聖人と比叡山大乗院

87

た
記
事
が
「
大
法
輪
」
と
い
う
仏
教
月
刊
誌
に
出
た
の
で
す
。
天
台
宗
の
「
比
叡
山
時
報
」

は
真
宗
の「
本
願
寺
新
報
」に
類
し
た
新
聞
で
す
。
そ
の
記
者
が
宮
本
行
者
さ
ん
に
代
わ
っ

て
修
行
を
紹
介
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
大
法
輪
」も
今
日
で
は
廃
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
寂
し
い
限
り
で
す
ね
。

　

そ
の
記
事
を
見
ま
す
と
宮
本
祖
豊
さ
ん
は
九
十
日
程
度
で
は
仏
様
を
拝
す
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
百
日
た
っ
て
も
二
百
日
た
っ
て
も
拝
め
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
日
ま
で
は
大
体
九
十
日
が
平
均
的
だ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
が
三
百
日
た
っ
て
も
拝
め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
周
囲
の
皆
は

心
配
し
て
、「
も
う
、
見
た
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
か
」
と
の
話
ま
で
噂
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
丁
度
、
五
木
親
鸞
と
同
じ
パ
タ
ー

ン
で
す
。
し
か
し
、
も
し
こ
こ
で
、
実
際
に
好
相
を
得
る
体
験
を
し
な
い
の
に
、
好
相
を
得
た
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
こ
で
伝
統
は
途
切

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
の
あ
と
、
他
の
行
者
が
同
じ
修
行
を
し
た
と
し
て
も
体
験
が
無
い
の
で
す
か
ら
実
質
的
に
指
導
が

出
来
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
周
囲
の
人
が
認
め
て
い
る
か
ら
、
師
僧
（
指
導
僧
）
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
変
な
矛
盾
に
陥
っ
て

し
ま
い
ま
す
「
で
す
か
ら
絶
対
に
駄
目
」
と
い
う
こ
と
で
、
何
が
何
で
も
仏
を
見
る
ま
で
や
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

す
る
と
、
足
か
け
で
す
が
五
七
五
日
か
か
っ
て
や
っ
と
好
相
を
体
験
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
た
だ
坂
本
記
者
は
五
七
五
日
と
書
い
て
い

ま
す
が
、
そ
の
後
、
宮
本
さ
ん
御
本
人
に
確
認
し
ま
す
と
五
八
五
日
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
混
乱
し
た
情
況
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
今
こ
こ
で
は
ご
本
人
の
い
う
五
八
五
日
で
計
算
し
ま
す
と
、
休
み
無
く
ぶ
っ
続
け
た
と
し
て
も
二
年
弱
か
か
り
ま
す
が
、

到
底
身
体
が
も
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
以
上
す
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で
来
れ
ば
ド
ク
タ
ー
ス

ト
ッ
プ
が
か
か
り
ま
す
。
宮
本
さ
ん
は
二
度
ま
で
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

今
、「
大
法
輪
」
の
記
事
や
、
そ
の
後
に
著
述
さ
れ
た
宮
本
さ
ん
ご
自
身
の
書
『
覚
悟
の
力
』
を
参
考
に
し
て
五
七
五
日
間
も
し
く

写真 7　平成21年12月号
大法輪
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は
五
八
五
日
間
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
第
一
回
目
の
行
。
こ
れ
は
、
一
九
九
四
年
六
月
か
ら
一
九
九
五
年
五
月
ま
で
で
三
百
日
を
超
え
た
そ
う
で
す
。
仏
様
の
姿
が
見

え
ま
せ
ん
。
こ
こ
を
宮
本
さ
ん
は

私
の
場
合
五
ヶ
月
続
け
て
も
六
カ
月
続
け
て
も
仏
様
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
季
節
は
真
冬
と
な
り
、
素
足
で
氷
の
よ
う
に
冷

た
い
板
の
間
に
立
っ
て
い
る
と
十
本
の
足
の
指
す
べ
て
割
れ
ま
し
た
。
つ
い
に
は
踵
や
土
踏
ま
ず
ま
で
割
れ
て
血
が
に
じ
み
出

し
、
更
に
化
膿
し
て
き
ま
し
た
。
…
お
堂
の
気
温
は
連
日
マ
イ
ナ
ス
十
度
に
ま
で
下
が
り
、
体
は
冷
え
切
っ
て
い
ま
し
た
。

と
述
懐
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た

師
僧
は
私
の
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
頃
に
何
度
も
様
子
を
見
に
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
私
に
向
か
っ
て
「
死
に
な
さ
い
。
死
に

な
さ
い
」
と
い
い
ま
し
た
。
頑
張
れ
と
励
ま
し
た
と
こ
ろ
で
頑
張
り
よ
う
が
無
い
の
で
、
逆
に
そ
う
い
う
言
葉
を
か
け
て
く
れ

た
の
で
す

　
「
死
に
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
逆
に
励
ま
し
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
す
ざ
ま
し
い
世
界
で
す
ね
。

　

あ
る
い
は
、

実
を
い
え
ば
、
自
分
自
身
で
も
も
う
止
め
よ
う
か
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
口
に
す
る
と
先
達
の
方
達
も
心

配
し
て
く
れ
て
「
止
め
て
ど
う
す
る
ん
だ
。
止
め
た
ら
坊
さ
ん
は
終
わ
り
だ
ぞ
。
そ
れ
と
も
死
ぬ
の
か
、
ど
っ
ち
だ
」
と
叱
咤

さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
問
わ
れ
る
と
「
死
に
ま
す
」
と
は
な
か
な
か
い
え
ま
せ
ん
。

　

死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

　

二
度
目
の
行
で
す
。
一
九
九
六
年
三
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
で
、
こ
の
時
の
様
子
を
坂
本
さ
ん
の
文
章
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

声
は
つ
ぶ
れ
、
筋
肉
が
落
ち
て
頭
が
た
れ
、
冬
場
に
は
上
半
身
の
感
覚
が
な
く
な
っ
て
、
砂
糖
の
甘
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
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な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
幻
覚
、
幻
聴
、
幻
臭
が
現
れ
た
。

と
い
う
の
で
す
。
幻
覚
と
か
幻
聴
は
時
々
聞
き
ま
す
が
、
幻
臭
ま
で
が
現
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

当
時
を
知
る
僧
侶
は
、「
表
情
は
死
人
、
気
迫
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
証
言
す
る
。

と
坂
本
さ
ん
は
述
べ
ま
す
。

　

一
方
、
宮
本
さ
ん
は

師
僧
が
と
き
ど
き
会
い
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
蝋
人
形
の
よ
う
な
姿
だ
な
」
と
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。
私
は
何
も
反
応
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
頃
は
光
が
当
た
っ
て
も
反
応
せ
ず
、
顔
の
表
情
も
な
い
と
い
う
様
子
で
、

瞳
孔
も
ほ
と
ん
ど
開
い
た
状
態
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
述
懐
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
二
回
目
の
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

　

三
度
目
の
行
に
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
一
九
九
七
年
一
月
か
ら
二
月
ま
で
で
、
い
よ
い
よ
好
相
が
現
れ
る
と
き
が
来
た
と
い
い
ま
す
。

礼
拝
そ
れ
自
体
に
喜
び
を
感
じ
、「
い
い
声
、
い
い
状
態
」

と
、
関
係
者
が
言
っ
た
そ
う
で
す
。

い
い
声
、
い
い
状
態
の
中
で
仏
名
を
唱
え
て
、
つ
い
に
仏
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
そ
の
と
き
に
は
、
自
分
の
中
に
空
と

大
地
が
一
遍
に
溶
け
込
ん
で
、
自
分
と
地
球
が
一
体
に
な
る
感
じ
で
し
た
。

　

こ
の
様
子
を
ご
本
人
は

仏
様
を
見
た
一
瞬
は
も
ち
ろ
ん
喜
び
の
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
実
を
言
う
と
三
度
目
の
行
に
入
っ
て
間
も
な
く
、
私
は

す
で
に
異
次
元
の
世
界
に
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
お
堂
の
外
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
き
、
礼
拝
し
て

い
る
間
は
常
に
体
中
が
喜
び
に
溢
れ
、
自
分
の
声
が
天
地
に
鼓
動
し
て
、
そ
の
振
動
に
木
も
石
も
大
地
も
す
べ
て
が
喜
ん
で
い
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る
か
の
よ
う
で
し
た
。

と
感
動
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

私
の
前
に
立
ち
現
れ
た
の
は
阿
弥
陀
様
で
し
た
。

　

行
者
さ
ん
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る
仏
様
が
異
な
る
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
宮
本
さ
ん
は
阿
弥
陀
如
来
の
好
相
を
得
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

堀
澤
先
生
の
よ
う
に
見
仏
時
の
具
体
的
な
情
況
は
語
ら
れ
ま
せ
ん
が
「
自
分
の
中
に
空
と
大
地
が
一
遍
に
溶
け
込
ん
で
、
自
分
と
地

球
が
一
体
に
な
る
感
じ
が
し
た
」
と
い
う
体
験
か
ら
し
て
、
単
に
仏
を
見
る
の
で
は
無
く
大
い
な
る
喜
ば
し
い
感
激
が
湧
き
起
こ
っ
て

く
る
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
五
木
親
鸞
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
五
木
さ
ん
は
、
見
仏
を
聖
人
ご
自
身
が
体
験
し
な
い
も
の
を
、
師
匠
や
周
辺
の
僧
侶

が
認
め
た
、
と
し
て
小
説
を
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
矛
盾
や
葛
藤
の
苦
悩
が
比
叡
山
を
下
り
る
決
心
を
さ
せ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
「
小
説
は
、
点
と
点
を
結
ぶ
線
だ
」
と
あ
る
人
が
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
意
味
深
長
だ
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
九
つ
の

と
き
に
、
青
蓮
院
で
慈
鎮
和
尚
の
下
で
得
度
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
点
で
す
。
そ
し
て
二
十
九
歳
の
と
き
に
、
山
を
下
り
て
六
角

堂
に
参
籠
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
一
つ
の
点
で
す
。
こ
の
間
の
事
績
は
歴
史
上
欠
け
て
い
ま
す
。
こ
の
点
と
点
を
線
に
し
て
い
か
に
結
ぶ

か
。
そ
こ
に
小
説
家
の
発
揮
点
が
あ
り
ま
す
。
小
説
家
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
自
由
に
書
け
ま
す
。
自
ら
の
思
い
を
、
色
々
な
登
場
人
物

を
創
出
し
て
表
現
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
研
究
者
は
そ
の
よ
う
な
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
小
説
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
根

拠
が
必
要
に
な
っ
て
来
ま
す
。
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恵
信
尼
消
息
に
お
け
る
堂
僧

　

皆
さ
ん
が
一
番
ご
存
じ
な
の
は
「
堂
僧
」
だ
と
思
い
ま
す
。
大
正
十
年
に
鷲
尾
教
導
先
生
が
西
本
願
寺
の
蔵
の
中
か
ら
「
恵
信
尼
文

書
」
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
で
は
お
手
紙
と
言
う
こ
と
で
『
恵
信
尼
消
息
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
袖
書
き
」
と
し
て
、

手
紙
の
ホ
ン
の
端
の
方
に

殿
の
比
叡
の
山
に
て
堂
僧
つ
と
め
て
お
わ
し
ま
し
け
る
に

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
鎌
倉
時
代
の
女
性
の
手
紙
で
す
か
ら
総
て
が
仮
名
で
す
。
漢
字
を
あ
て
は
め
る
と
多
分
こ
の
よ

う
な
漢
字
が
配
当
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。「
と
の
」
と
は
奥
方
が
主
人
を
呼
ぶ
言
葉
で
す
か
ら
聖
人
を
指
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
比

叡
山
で
の
行
跡
を
一
切
ど
こ
に
も
語
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
聖
人
は
比
叡
山
で
「
だ
う
そ
う
」
を
努
め
て
お
ら
れ

た
と
い
う
文
面
で
す
か
ら
、
当
時
は
貴
重
な
発
見
と
し
て
騒
が
れ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
比
叡
山
で
は
こ
の
堂
僧
の
立
場
が
よ
く
分
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
大
僧
正
と
い
う
僧
階
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
代
に
よ
っ
て
も
バ
ラ
バ
ラ
に
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
か
ら
聖
人
当
時

は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
多
く
の
学
者
が
研
究
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
で
は
「
常
行
三
昧
堂
」
に
出
仕
す
る
僧
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い

う
結
論
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

天
台
宗
の
根
本
論
䟽
に
天
台
三
大
部
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
に
『
摩
訶
止
観
』
と
言
う
実
践
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま

す
と
九
十
日
の
間
休
み
無
く
、
阿
弥
陀
様
の
周
り
を
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
な
が
ら
、
し
か
も
心
に
阿
弥
陀

仏
を
念
じ
な
が
ら
歩
き
回
る
と
い
う
修
行
方
法
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
常
行
三
昧
で
す
。

九
十
日
、
身
は
常
に
行
じ
て
休
息
な
く
。
九
十
日
、
口
は
常
に
阿
弥
陀
佛
名
を
唱
え
て
休
息
な
く
。
九
十
日
、
心
は
常
に
阿
弥

陀
佛
を
念
じ
て
休
息
な
し
。



92

で
す
。
こ
れ
ら
を
総
し
て

歩
々
声
々
念
々
た
だ
阿
弥
陀
佛
に
あ
り

と
あ
り
ま
す
。
身
は
阿
弥
陀
如
来
の
周
り
を
休
み
無
く
歩
き
、
口
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
、
意
で
は
常
に
阿
弥
陀
如
来
を
念
じ
る
と

い
う
身
口
意
の
三
業
に
わ
た
っ
て
阿
弥
陀
如
来
に
な
り
き
る
の
で
す
。
そ
う
し
て
こ
の
行
の
三
昧
境
に
達
し
ま
す
と
、や
は
り
「
見
仏
」、

「
阿
弥
陀
仏
を
見
る
」
事
が
出
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
別
名
「
仏ぶ
つ

立り
ゅ
う

三
昧
」
と
も
言
う
の
で
す
。
仏
が
立
た
れ
る
三

昧
で
す
。よ

く
定
中
に
お
い
て
十
方
の
現
在
の
仏
、
そ
の
前
に
在
し
て
、
立
ち
た
も
う
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
明
眼
の
人
の
清
夜
に
星

を
見
る
が
ご
と
く
、
十
方
の
仏
を
見
る
こ
と
、
ま
た
、
か
く
の
ご
と
く
に
多
し
、
故
に
仏
立
三
昧
と
名
付
く
。
…

と
あ
っ
た
り
、
ま
た

仏
を
見
ん
と
欲
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
仏
を
見
る
。
見
れ
ば
す
な
わ
ち
問
い
、
問
え
ば

す
な
わ
ち
報こ
た

う

と
い
う
の
で
す
。
た
だ
こ
の
「
こ
た
う
」
と
い
う
漢
字
は
「
報
」
と
い
う
字
で
表
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
実
際
に
目
で
見
る
の
で
は
な
く
、
見
仏
と
言
い
な
が
ら
も
心
で
感
じ
る
応

え
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
常
行
三
昧
を
修
す
る
常
行
三
昧
堂
は
、
親
鸞
聖
人
当
時
、
東
塔
・
西
塔
・
横
川
の
三

箇
所
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
ご
承
知
の
よ
う
に
織
田
信
長
の
叡
山
焼
き
討
ち
に
よ
っ
て

総
て
消
失
し
ま
し
た
の
で
、
今
日
復
興
さ
れ
て
い
る
の
が
西
塔
の
お
堂
だ
け
で
す
。
で
す
か

ら
比
叡
山
の
西
塔
に
て
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
一
般
に
言
う
「
担
い
堂
」
で

写真 8　西塔の中堂（釈迦堂）
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す
。
同
じ
形
式
の
お
堂
が
二
つ
建
っ
て
い
て
一
つ
の
回
廊
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
向
か
っ
て
左
側
の
お
堂
が
常
行
三
昧
堂
で

す
。
聖
人
の
御
伝
鈔
に
は
叡
山
修
行
の
様
子
を
「
横
川
の
余
流
を
た
た
え
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
「
た
ぶ
ん
横
川

の
常
行
三
昧
堂
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
ご
修
行
の
常
行
三
昧
堂

　

左
下
の
担
い
堂
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
私
が
学
生
を
案
内
し
た
と
き
の
も
の
で
す
が
、
弁
慶
が
こ
の
回
廊
を
担
っ
た
と
い
う
意

味
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
右
と
左
に
同
じ
大
き
さ
の
お
堂
が
あ
り
ま
す
。
右
側
の
お
堂
が
法
華
三
昧
堂
で
す
。
左
が
常
行
三
昧
堂
で
す
。

図
面
で
み
れ
ば
堂
内
の
構
造
も
左
右
全
く
同
じ
で
す
。
し
か
も
両
堂
を
廊
下
で
結
ん
で
い
ま
す
。「
朝
題
目
に
夕
念
仏
」
と
い
う
比
叡

山
の
特
色
を
語
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
朝
に
法
華

堂
で
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
」

と
唱
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
同
じ
お
坊
さ
ん
が
、
夕

方
に
は
こ
の
回
廊
を
渡
っ
て
、
左
側
の
常
行
堂
で
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
の

で
す
。
こ
こ
か
ら
、「
朝
題
目
に
夕
念
仏
」
と
い
う

言
葉
が
出
ま
し
た
。

　

こ
の
両
堂
は
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
純
粋

に
修
行
道
場
だ
か
ら
で
す
。
た
だ
特
別
に
お
願
い
を

写真 9　にない堂の渡り廊下

写真10　学生を案内したときの常行三昧堂
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す
れ
ば
拝
観
は
許
さ
れ
ま
す
。
前
頁
の
二
枚
の
写
真
は
行
信
教
校
の
学
生
を
案
内
し
た
と

き
の
も
の
で
す
。

　

下
右
は
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
た
だ
よ
く
見
て
戴
き
ま
す
と
孔
雀
の
台
座
に
座

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
の
阿
弥
陀
様
は
密
教
の
阿
弥
陀
様
で
す
。
そ
れ
は
こ
の

お
堂
を
最
初
に
建
立
し
た
慈
覚
大
師
円
仁
の
考
え
方
に
よ
る
よ
う
で
す
。

　

左
は
私
が
案
内
し
た
と
き
の
写
真
で
す
が
、
常
行
三
昧
堂
内
に
津
本
陽
と
言
う
小
説
家

の
先
生
が
座
っ
て
い
ま
す
。
津
本
陽
さ
ん
も
、
五
木
さ
ん
が
「
親
鸞
」
を
出
版
し
た
と
ほ

ぼ
同
じ
頃
に
『
無
量
の
光
…
親
鸞
聖
人
の
生
涯
…
」（
津
本
陽
著
・
文
藝
春
秋
）
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
聖
人
の
生
涯
を
小
説
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
執
筆
時
に
「
比
叡
山
へ

連
れ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
案
内
し
た
時
の
も
の
で
す
。

　

常
行
三
昧
と
い
う
修
行
は
九
十
日
間
、
夜
も
寝
ず
に
と
に
か
く
無
限
に
歩
き
通
し
ま
す
。

次
頁
右
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
廊
下
用
の
外
陣
に
相
当
す
る
エ
リ
ア
で
す
が
、
写
真

で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
真
ん
中
だ
け
が
ぴ
か
っ
と
光
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を
歩
い
て
い

る
の
で
す
。
た
だ
疲
労
困
憊
す
れ
ば
廊
下
の
真
ん
中
を
歩
く
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
何
か

に
掴
ま
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
柱
と
柱
の
間
、
丁
度
胸
の
あ
た
り
に
相
当
す
る
高
さ

に
青
竹
が
渡
し
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
一
人
で
歩
け
な
く
な
れ
ば
こ
の
竹
を
伝
っ
て
歩
く
の

で
す
。
そ
し
て
眠
く
っ
て
仕
方
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
竹
を
胸
に
挟
む
よ
う
に
し
て
両
腕
を

垂
ら
し
て
寝
る
と
聞
き
ま
し
た
。
当
然
な
が
ら
ぐ
っ
す
り
寝
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
ウ

写真11　御本尊の阿弥陀仏写真12　一番奥に座っておられる方が
津本陽さん
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ト
ウ
ト
っ
と
す
れ
ば
竹
か
ら
胸
が
離
れ
て
床
に
叩
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す

と
目
が
開
き
ま
す
。
目
が
明
け
ば
ま
た
合
掌
し
て
歩
く
の
で
す
。
ま
さ
に
「
九
十
日
、

身
は
常
に
行
じ
て
休
息
な
く
。」
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
修
行
が
常
行
三
昧
で
す
。

そ
こ
に
出
仕
す
る
僧
を
堂
僧
と
呼
ん
だ
の
で
す
ね
。

無
動
寺
谷
大
乗
院
に
伝
わ
る
親
鸞
聖
人
の
伝
説

　

い
よ
い
よ
中
心
の
話
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
が
比
叡
山
で
他
に
ど
の
よ
う
な
修
行
を
さ
れ
た
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
十
年
間
も
居
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
色
々
な
修
行
を
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、

い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し

と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
ご
文
が
あ
り
ま
す
。「
い
ず
れ
の
行
」
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
行

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
比
叡
山
に
伝

わ
る
聖
人
の
伝
説
を
探
れ
ば
ど
う
か
と
考
え
た
の
で
す
。

　

今
日
で
も
親
鸞
聖
人
の
伝
説
が
比
叡
山
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

下
の
比
叡
山
の
三
塔
の
鳥
瞰
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。
東
塔
、
西
塔
、
横
川
と
い
う
三
つ
の

エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
塔
中
に
堂
舎
が
沢
山
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
お
堂
は
ば

ら
ば
ら
に
建
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
程
度
集
中
し
て
建
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
お
堂
の
集
ま
り
を
「
谷
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
十
六
あ
り
ま
す
の
で
「
十
六
谷
」
で
す
。

写真13　堂内の下陣に
相当する通路写真14　比叡山鳥瞰図
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そ
こ
に
堂
舎
が
三
千
坊
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
少
し
大
げ
さ
だ
と
思
い
ま
す
が
一
般
に
比
叡
山
は
「
三
塔
十
六
谷
三

千
坊
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
天
台
教
義
で
「
一
念
三
千
」
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
全
て
」
と
い
う
意
味
で
「
三
千
」
と
い
う
用
語

を
使
い
ま
す
の
で
、
全
て
の
お
堂
を
「
三
千
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
十
六
谷
の
一
番
南
の
谷
が
東
塔
の
エ
リ
ア
に
あ
る
無
動
寺
谷
で
す
。
こ
の
無
動
寺
谷
は
、
今
日
で
も
自
動
車
が
通
い

ま
せ
ん
。
自
動
車
用
道
路
が
な
い
の
で
す
。
昔
な
が
ら
に
歩
行
で
き
る
道
の
み
で
す
。
や
は
り
修
行
の
聖
地
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
比
叡

山
そ
の
も
の
が
聖
地
で
し
ょ
う
が
、
中
で
も
そ
の
根
拠
地
と
い
う
意
味
で
車
を
通
さ
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
御
修
行
の
旧
跡

　

下
の
写
真
は
無
動
寺
谷
の
中
の
大
乗
院
と
い
う
一
つ
の
坊
舎
で
す
。
入
り
口
に
「
親
鸞
聖

人
御
修
行
の
旧
跡
」
と
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
歩
い
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
こ
こ

ま
で
お
参
り
さ
れ
る
方
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
お
参
り
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
但
し
歩
い
て
で
す
。
叡
山
ケ
ー
ブ
ル
山
上
駅
か
ら
で
す
と
、
行
き
は
下

り
に
な
り
ま
す
の
で
十
五
分
ほ
ど
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
帰
り
は
上
り
坂
で
す
か
ら
少
し
大
変

で
す
。
休
み
な
く
歩
い
て
三
十
分
程
度
で
し
ょ
う
か
。
先
年
の
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
の
と

き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
お
念
仏
者
が
四
十
名
ほ
ど
日
本
へ
お
参
り
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
方
々
が
、「
せ
っ
か
く
日
本
へ
来
た
の
だ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
関
係
の
旧
跡
を
回
っ
て
帰
り

た
い
。
中
で
も
無
動
寺
谷
に
は
是
非
と
も
行
き
た
い
」
と
し
て
、
私
に
案
内
を
乞
う
て
こ
ら

写真15　大乗院全景
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れ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
で
も
知
る
人
が
少
な
い
場
所
で
す
の
に
と
感
心
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
乗
院
は
親
鸞
聖
人
が
ご
本
尊

　

な
ぜ
皆
さ
ん
に
こ
の
地
を
訪
れ
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
大
乗
院
は
親
鸞
聖
人
が
ご
本
尊
な
の
で
す
。

私
も
最
初
に
こ
こ
へ
お
参
り
し
て
驚
き
ま
し
た
。
ま
さ
か
と
思
い
ま
し
た
。
向
か
っ
て
左
側
の
余
間
に
阿
弥
陀
様
が
お
祀
り
し
て
あ
り

ま
す
。
右
の
余
間
は
師
匠
で
し
か
も
天
台
座
主
を
五
度
ま
で
勤
め
ら
れ
た
慈
鎮
和
尚
で
す
。
通
常
の
お
堂
で
す
と
ご
本
尊
が
阿
弥
陀
如

来
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
の
に
親
鸞
聖
人
が
正
面
の
御
本
尊
で
す
。
比
叡
山
は
天
台
宗
の
本
山
で
す
。
そ
の
本
山

の
一
つ
の
境
内
に
、
他
宗
派
の
御
開
山
を
お
祀
り
し
た
坊
舎
が
大
乗
院
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
の
宗
派
感
覚
か
ら
す
れ
ば
考

え
ら
れ
な
い
荘
厳
形
式
で
す
。

　

例
え
て
言
う
な
ら
ば
「
西
本
願
寺
の
境
内
に
、
天
台
宗
の
開
祖
の
伝
教
大
師
を
祀
る
祠

を
建
て
て
、
真
宗
の
お
坊
さ
ん
が
毎
日
毎
日
お
給
仕
を
す
る
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

下
は
、
ご
く
最
近
の
内
陣
の
写
真
で
す
。
御
本
尊
の
前
に
不
動
明
王
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
は
こ
の
不
動
明
王
を
見
て
、
天
台
宗
の
お
坊
さ
ん
の
葛
藤
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
や
は
り
、
他
宗
派
の
親
鸞
聖
人
に
毎
日
毎
日
お
給
仕
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ど

う
し
て
自
分
は
親
鸞
聖
人
に
お
給
仕
す
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
そ
の
前
に
不
動
明
王
を
置
い
て
、
不
動
明
王
と
親
鸞
聖
人

写真16　大乗院内陣最近の写真
前に不動明王の迦楼羅炎の光背が見える。
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と
共
に
お
給
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
感
覚
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
学
生
の
頃
は
不
動
明
王
は
安
置
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
て
御
本
尊
を
見
て
下
さ
い
。
襟
巻
き
を
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
お
姿
で
す
。
一
見
し
て
親
鸞
聖
人
の
お
姿
だ
と
分
か
る
で
し
ょ
う
。

ど
う
し
て
こ
の
大
乗
院
が
聖
人
を
御
本
尊
と
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
御
本
尊
に
関
し
て
「
そ
ば
喰
い
の
木
像
」
と
言
う
伝
説
が

あ
る
か
ら
で
す
。

　

四
十
九
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
が
、
叡
山
学
院
の
学
監
を
さ
れ
て
い
た
小
寺
文
頴
と
い
う
先
生
が
お
い
で
で
し
た
。

龍
谷
大
学
の
私
の
先
輩
の
先
生
で
す
。
勿
論
天
台
宗
の
こ
の
叡
山
一
山
の
お
坊
さ
ん
で
し
た
。
小
寺
文
頴
先
生
は
小
学
生
の
頃
か
ら
、

こ
の
大
乗
院
に
預
け
ら
れ
て
育
っ
た
方
で
す
。
龍
谷
大
学
へ
は
こ
の
大
乗
院
か
ら
通
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
大

乗
院
生
え
抜
き
の
お
方
で
す
。
そ
の
先
生
か
ら
「〝
そ
ば
喰
い
の
木
像
〟
に
関
し
て
お
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
伝
承
が
あ
る
」
と
し
て
聞

か
せ
て
も
ら
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
六
角
堂
に
百
日
間
参
籠
さ
れ
て
い
た
頃
の
話
で
す
。
そ
の
頃
の
参
籠
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
お
堂
に
こ
も
り

続
け
る
「
籠
り
の
参
籠
」
と
、
毎
日
お
堂
の
外
か
ら
通
い
続
け
る
「
通
い
の
参
籠
」
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
伝
わ
る
聖
人
の

参
籠
は
後
者
で
、
毎
日
々
々
こ
の
大
乗
院
か
ら
六
角
堂
へ
と
通
い
続
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
当
然
な
が
ら
、
昼
は
他
の
小
僧
さ
ん

と
同
じ
よ
う
に
大
乗
院
で
の
修
行
を
し
ま
す
。
皆
が
寝
静
ま
っ
て
か
ら
、
こ
っ
そ
り
大
乗
院
を
抜
け
出
し
て
六
角
堂
に
お
参
り
を
す
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
同
僚
が
目
を
覚
ま
す
ま
で
に
大
乗
院
に
帰
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
参
籠
生
活
を
百
日
間
な
さ
れ
て
い
た
と

き
の
出
来
事
で
す
。

　

百
日
間
も
そ
の
よ
う
に
夜
中
に
抜
け
出
す
の
で
す
か
ら
、
同
僚
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
同
僚
が
勝
手
に
う
わ
さ
を

立
て
ま
す
。
う
わ
さ
で
す
か
ら
、い
い
う
わ
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
親
鸞
聖
人
は
、夜
中
に
抜
け
出
し
て
京
都
へ
遊
び
に
行
っ
て
い
る
」
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と
い
う
の
で
す
。
遊
ぶ
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
い
い
の
で
す
が
、
女
性
の
も
と
に
通
っ
て
い
る
と
い
う
う
わ
さ
ま
で
が
立
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
こ
で
、
師
匠
の
慈
鎮
和
尚
が
、
事
実
か
ど
う
か
、
ま
ず
事
の
真
偽
を
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
考
え
つ

い
た
の
が
小
僧
さ
ん
の
数
だ
け
蕎
麦
を
用
意
し
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
聖
人
が
出
払
っ
た
夜
中
に
、「
信
者
さ
ん
か
ら
蕎
麦
を
頂

い
た
の
で
、
夜
中
だ
け
ど
い
た
だ
き
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
小
僧
全
員
に
非
常
招
集
を
か
け
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
居
な
け
れ
ば
、

蕎
麦
が
一
つ
余
る
と
い
う
設
定
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
居
な
い
は
ず
の
聖
人
が
そ
こ
で
蕎
麦
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の

姿
を
見
て
同
僚
の
皆
が
、「
単
な
る
う
わ
さ
だ
っ
た
」
と
納
得
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
出
来
事
を
知
ら
ず
に
、
明
く
る
朝
、

聖
人
が
六
角
堂
か
ら
大
乗
院
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
い
つ
も
お
参
り
し
て
い
る
、
聖
人
自
ら
彫
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
鉈な
た

彫ぼ
り

の
阿
弥
陀
様
」
の
前
に
行
っ
て
、「
今
日
も
無
事
に
お
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
挨
拶
さ
れ
る
と
、
何
と
阿
弥
陀
様
の
口

元
に
蕎
麦
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
要
す
る
に
昨
夜
の
蕎
麦
の
ふ
る
ま
い
を
阿
弥
陀
様
が
聖
人
に
姿
を
変
え
て
お
食
べ
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
蕎
麦
を
食
べ
ら
れ
た
聖
人
の
お
姿
を
ご
本
尊
と
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
「
蕎
麦
喰
い
の
お
木
像
」
と

呼
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

下
の
写
真
が
鉈
彫
り
の
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
胸
の
あ
た
り
が
焦
げ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
伝
説
が
い
つ
頃
ま
で
遡
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
の
興
味
本
位
で
、
こ
の
阿
弥
陀
如

来
の
調
査
を
お
願
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
十
数
年
前
に
な
る
で
し
ょ
う
か
、
本
山

前
の
地
に
龍
大
が
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
博
物
館
を
造
り
ま
し
た
。
そ
の
学
芸
員

の
人
に
調
べ
に
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、「
こ
の
お
像
は
か
な
り
古
い
で

す
よ
。
胸
の
あ
た
り
の
焼
け
跡
は
多
分
、
織
田
信
長
の
焼
き
打
ち
に
遭
っ
た
跡
で
は
な

い
で
す
か
」
と
い
う
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
も
し
こ
の
阿
弥
陀
如
来
が
聖
人
念
持
仏
伝

写真17　親鸞聖人自作と
伝える鉈彫の阿弥陀仏像
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説
の
阿
弥
陀
様
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
伝
承
は
織
田
信
長
焼
き
討
ち
以
前
の
、
か
な
り
古
く
か
ら
伝
え
ら
え
た
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
絵
伝
（
親
鸞
聖
人
実
伝
）

　

そ
こ
で
「
蕎
麦
喰
い
伝
説
」
が
単
な
る
口
承
な
の
か
ど
う
か
調
べ
ま
す
と
、
大
乗
院
独
自
の

『
親
鸞
聖
人
絵
伝
』
二
幅
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。『
親
鸞
聖
人
実
伝
』
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

絵
伝
の
内
容
を
少
し
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
九
歳
の
得
度
の
と
き
で
す
。

明
日
あ
り
と
思
ふ
心
は
仇
桜
、
夜
半
に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は

　

こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
青
蓮
院
の
得
度
時
に
詠
わ
れ
た
有
名
な
歌
だ
と
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ

も
こ
の
中
の
一
カ
ッ
ト
と
し
て
詞
こ
と
ば

書が
き

と
共
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

西
本
願
寺
で
扱
う
御
絵
伝
は
四
幅
絵
伝
で
、
た
だ
絵
だ
け
で
す
。
本
来
は
絵
の
説
明
書
の
詞

こ
と
ば

書
き
が
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
で
は
、
絵
伝
と
し
て
の
絵
と
、
御
伝
鈔
と

し
て
の
詞
書
き
が
別
々
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
報
恩
講
の
と
き
に
御
伝
鈔
の
拝
読
が
あ
り
ま
す

が
、
単
に
拝
読
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
に
相
当
す
る
箇
所
を
示
し
な
が
ら
拝
読
す
る
の

が
本
来
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
大
乗
院
に
伝
わ
る
絵
伝
は
、
詞
書
き
が
同
じ
紙
幅
の
上
部
に
ま
と
め
て

書
か
れ
て
い
ま
す
。
中
・
下
部
に
は
絵
だ
け
が
、
こ
れ
も
ま
と
め
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す

写真19　親鸞聖人絵伝二幅 写真18　右余間の慈鎮和尚の図
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か
ら
、
下
部
の
第
一
図
は
ど
の
詞
書
か
を
確
認
し
な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
絵
の
み

で
は
内
容
が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
詞
書
き
が
大
切
で
す
。
こ
れ
が
な
か
な
か
読
み
に
く
い
書

体
で
す
。
学
芸
員
が
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
の
で
分
か
り
ま
し
た
。
小
寺
先
生
の
口
承
と
は
少

し
異
な
り
ま
す
の
で
そ
れ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

下
右
の
絵
は『
親
鸞
聖
人
実
伝
』の
中
の
ワ
ン
カ
ッ
ト
図
で
す
。
右
横
に
色
衣
を
着
て
座
っ

て
い
る
方
が
慈
鎮
和
尚
で
す
。
黒
い
衣
を
着
け
い
て
い
る
僧
が
同
僚
の
お
坊
さ
ん
で
す
。
少

し
薄
い
墨
色
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
居
な
い
は
ず
の
親
鸞
聖
人
で
す
。
皆
が
そ
ろ
っ
て
蕎
麦

を
食
べ
る
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
同
僚
の
表
情
を
見
て
く
だ
さ
い
。
驚
い
て
い
る
の
が
見
て

取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵
伝
で
は
少
し
分
か
り
に
く
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
を
ヒ
ン

ト
に
現
代
風
に
描
い
た
の
が
下
左
の
写
真
で
す
。
正
面
が
慈
鎮
和
尚
で
、
左
の
上
座
に
聖
人

が
座
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
聖
人
は
金
色
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
化
身

と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

余
談
で
す
が
、
私
は
縁
あ
る
方
々
を
比
叡
山
に
案
内
し
ま
す
。
そ
の
中
に
そ
ば
屋
の
主
人

が
居
た
の
で
す
。
す
る
と
こ
の
絵
を
見
て
、「
先
生
、
こ
の
絵
は
間
違
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う

の
で
す
。
思
わ
ず
「
ど
う
し
て
？
」
と
問
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
当
時
は
ザ
ル
蕎
麦
は
あ
り

ま
せ
ん
、
と
い
う
の
で
す
。
ザ
ル
蕎
麦
は
江
戸
時
代
に
出
来
た
も
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ

以
前
は
「
そ
ば
が
き
」
が
主
流
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
で
い
う
「
団
子
そ
ば
」
で
す
。
そ
の

よ
う
な
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
右
の
絵
伝
で
は
ザ
ル
蕎
麦
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

写真20・21　蕎麦喰いの場面二種
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次
い
で
小
寺
先
生
の
口
承
に
よ
る
念
持
仏
の
「
鉈
彫
り
の
阿
弥
陀
如
来
」
に
関
す
る
記
述
で
す
。
や
は
り
こ
の
伝
絵
に
記
載
が
あ
り

ま
す
。
聖
人
が
そ
の
阿
弥
陀
様
を
彫
像
し
て
い
る
場
面
が
見
当
た
り
ま
す
。
そ
の
詞
書
に
は

聖
人
磯
長
の
聖
徳
太
子
の
霊
告
に
よ
り
、
わ
が
命
も
今
後
十
カ
年
と
感
知
し
、
わ
が
修
行
も
衆
生
済
度
の
大
願
も
と
も
に
到
底

満
足
す
べ
く
も
あ
ら
ず
と
悲
泣
驚
嘆
し
た
ま
ひ
、
直
ち
に
大
乗
院
に
帰
り
、
鉈
を
も
っ
て
一
体
の
弥
陀
の
尊
像
を
彫
刻
し
、
再

び
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
末
代
凡
夫
を
救
は
し
め
た
ま
へ
と
願
求
し
た
ま
ふ
。

と
あ
り
ま
す
。
聖
人
自
作
の
鉈
彫
り
の
阿
弥
陀
如
来
の
来
歴
で
す
。
そ
し
て

現
今
の
当
院
安
置
の
鉈
作
阿
弥
陀
如
来
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り

の
文
章
ま
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
阿
弥
陀
様
が
親
鸞
聖
人
に
姿
を
変
え
た
と
い
う
風
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
他
の
カ
ッ
ト
絵
に
、
も
う
一
体
彫
像
し
て
い
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
詞
書
に
よ
り
ま
す
と

聖
人
二
十
六
歳
の
と
き
、
慈
鎮
和
尚
の
訓
戒
を
受
け
て
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
て
、
身
代
わ
り
の
木
像
を
彫
刻
し
た
ま
ふ
。

と
い
う
の
で
す
。「
身
代
わ
り
の
木
像
」
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
が
自
ら
自
分
の
木
像
を
彫
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
詞
書
に
は
、

そ
の
後
、
二
十
九
歳
、
大
乗
院
よ
り
京
都
六
角
堂
へ
百
夜
参
詣
の
砌み
ぎ
り

同
宿
の
僧
た
ち
、
お
師
匠
へ
種
々
讒ざ
ん

言げ
ん

致
し
け
れ
ば
、
和

尚
聖
人
の
在
宿
を
試
み
ん
と
て
、
夜
中
に
わ
か
に
そ
ば
の
供
養
を
な
し
た
も
ふ
に
、
こ
の
霊
像
聖
人
の
身
代
わ
り
と
な
ら
せ
た

ま
ふ
。

と
あ
り
ま
す
。「
こ
の
霊
像　

聖
人
の
身
代
わ
り
と
な
ら
せ
た
ま
ふ
」
で
す
か
ら
、
自
ら
刻
ん
だ
親
鸞
聖
人
像
が
蕎
麦
を
食
べ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
し
か
も

こ
れ
よ
り
、
そ
ば
食
い
木
像
と
称
す
る
に
至
れ
り
。

と
絵
伝
に
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
が
伝
承
の
事
実
で
し
ょ
う
。
小
寺
文
頴
先
生
の
大
乗
院
口
承
伝
説
と
は
少
し
違
い
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ま
す
。
そ
の
違
い
を
小
寺
先
生
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
や
は
り
、
阿
弥
陀
様
が
親
鸞
聖
人
に
姿
を
変
え
た
ん
で
す
よ
」
と
い
い
張
っ
て

止
み
ま
せ
ん
。「
私
た
ち
は
、
天
台
宗
の
お
坊
さ
ん
で
す
。
毎
日
々
々
、
他
宗
派
の
御
開
山
に
お
給
仕
し
て
い
る
と
思
え
ば
抵
抗
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
様
が
親
鸞
聖
人
に
姿
を
変
え
た
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
抵
抗
な
く
親
鸞
様
に
お
給
仕
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、

大
乗
院
の
僧
侶
た
ち
は
親
鸞
聖
人
の
お
姿
に
化
身
さ
れ
た
阿
弥
陀
様
だ
と
信
じ
て
お
給
仕
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
『
聖
人
実
伝
』
中
に
、
左
下
の
写
真
の
よ
う
な
ワ
ン
カ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
大
乗
院
の
玄
関
の
様
子
で
す
。
赤
い
衣
を

つ
け
て
い
る
お
方
が
師
匠
の
慈
鎮
和
尚
で
す
。
そ
の
前
に
白
衣
姿
で
倒
れ
て
い
る
人
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
白
い
衣
を
着
け
て
い
る
の
は
、

回
峰
行
の
行
者
さ
ん
の
姿
で
す
か
ら
回
峰
行
中
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
白
い
姿
は
一
般
に
「
神
僧
の
姿
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

昔
は
神
仏
習
合
で
す
か
ら
、
お
坊
さ
ん
が
神
様
に
祈
っ
た
り
、
あ
る
い
は
神
主
さ
ん
が
仏
様
に
祝の
り
と詞
を
上
げ
た
り
し
ま
し
た
。
こ
の
場

合
の
お
坊
さ
ん
が
神
様
に
祈
る
と
き
の
姿
が
神
僧
の
姿
で
す
。
全
身
真
っ
白
の
衣
で
す
。
こ
の
姿
こ
そ
が
、
今
日
の
回
峰
行
者
の
姿
で

も
あ
り
ま
す
。
昔
と
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
の
背
中
を
抱
え
て
い
る
の

が
同
僚
の
僧
で
し
ょ
う
。
土
間
に
い
る
二
人
は
行
者
の
手
助
け
を
す
る
在
家
信
者
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
場
面
の
詞
書
き
を
見
ま
す
と
、

聖
人
無
動
寺
大
乗
院
に
住
し
、
大
満
の
行
御
修
行
の
砌
、
帰
院
の
途
に
遅
か
り
け
れ

ば
、
御
師
匠
慈
鎮
和
尚
の
御
懸
念
一
方
な
ら
ず
、
侍
僧
等
を
遣
わ
し
た
も
ふ
に
、
身

心
過
労
の
結
果
に
て
や
あ
り
け
ん
。
途
中
に
卒
倒
気
絶
し
た
ま
へ
る
を
連
れ
帰
り
申

せ
し
に
、
か
た
じ
け
な
く
も
御
師
匠
の
出
迎
え
あ
り
。
感
極
ま
り
涙
に
む
せ
び
た
ま

ふ
。

と
あ
り
ま
す
。

写真22　大乗院の玄関のワンカット
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親
鸞
聖
人
が
大
満
の
行
を
修
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
で
す
。
大
満
の
行
と
は
今
日
で
い
う
千
日
回
峰
行
を
い
い
ま
す
。
織
田
信

長
に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
さ
れ
た
後
と
先
と
で
は
回
峰
行
の
形
式
が
異
な
る
と
い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
が
、
焼
き
討
ち
以
前
に
関
し
て
は

詳
細
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
の
回
峰
行
の
形
態
で
説
明
し
ま
す
と
、
全
行
程
を
七
年
か
け
て
千
日
歩
き
ま
す
。
七
百
日

ま
で
は
毎
日
七
里
半
（
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
す
。
比
叡
山
全
山
が
修
行
道
場
で
す
か
ら
登
り
道
も
あ
れ
ば
下
り
坂
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
を
草わ
ら
じ鞋
ば
き
で
歩
く
の
で
す
。
一
年
に
百
日
の
場
合
と
二
百
日
の
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
五
年
で
七
百
日
を
歩
き
通
し

ま
す
。
七
百
日
終
わ
っ
た
時
点
で
九
日
間
の
断
食
・
断
水
・
不
眠
・
不
臥
と
い
う
過
酷
な
「
堂
入
り
」
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
る

と
次
の
年
か
ら
は
一
日
に
倍
の
十
五
里
（
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
百
日
間
歩
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
次
の
年
が
最
終
年
で
す
が
、

前
半
は
京
都
大
回
り
と
い
う
一
日
二
十
一
里
（
八
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
百
日
歩
き
ま
す
。
そ
の
年
の
後
半
は

お
礼
参
り
と
い
う
最
初
の
七
里
半
に
戻
り
、
七
十
五
日
間
歩
き
ま
す
。
ど
こ
ま
で
歩
い
て
も
完
成
は
な
い
と
い
う
意
味
で
二
十
五
日
を

残
し
ま
す
が
、
一
応
こ
れ
で
千
日
を
達
成
し
た
と
し
て
北
嶺
大
行
満
大
阿
闍
梨
の
称
号
が
許
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
の
形
態
で
す
が
、

親
鸞
聖
人
当
時
は
残
念
な
が
ら
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
と
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
聖
人
の
回
峰
行
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
聖
人
は
こ
の
千
日
の
行
の
間
で
気
絶
を
す
る
ほ
ど
の
状
況
に
至
っ
た
と
い
う
の

が
「
絵
伝
」
の
記
述
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
私
が
教
え
た
学
生
で
千
日
回
峰
行
を
満
行
し
た
藤
波
源

信
阿
闍
梨
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
親
鸞
聖
人
が
千
日
の
行
の
最
中
に
気
絶
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
が
、
大
げ
さ
な
表
現
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
は
気
絶
す
る
よ
う
な
機
会
は
あ
っ
た
の
で
す
か
」
と
。
す
る
と
「
私
は
気
絶
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

れ
に
近
い
状
況
に
至
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
応
え
た
の
で
す
。「
そ
れ
は
い
つ
、
ど
こ
で
で
す
か
」
と
聞
き
ま
す
と
、
七
百
日
を

歩
き
終
え
、
堂
入
り
が
済
ん
だ
明
く
る
年
、
八
百
日
に
入
っ
た
時
の
事
だ
そ
う
で
す
。
一
日
に
歩
く
距
離
が
倍
の
十
五
里
（
六
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
に
な
っ
た
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
は
通
常
の
七
里
半
に
加
え
、
比
叡
山
の
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京
都
側
の
麓
に
位
置
す
る
赤
山
明
神
ま
で
参
拝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
急
な
雲
母
坂
の
往
復
が
加
算
さ
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
こ
れ
を
一
般
に
赤
山
苦
行
と
呼
ん
で
い
ま
す
。「
苦
行
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
だ
け
に
熟
練
し
た
行
者
で
あ
っ
て
も
大
変
な
行

者
道
だ
そ
う
で
す
。
私
も
試
し
に
歩
い
て
み
ま
し
た
が
、
こ
の
年
齢
に
な
り
ま
す
と
、
到
底
登
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
途
中
で
引
き

返
し
、
下
り
道
だ
け
を
歩
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
膝
が
ガ
ク
ガ
ク
し
て
大
変
で
、
一
般
の
人
が
要
す
る
倍
の
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
、「
行
者
さ
ん
は
登
る
ス
ピ
ー
ド
と
下
る
ス
ピ
ー
ド
が
同
じ
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
な
い
で
す
か
ら

再
度
行
者
に
問
い
ま
す
と
「
行
者
杖
が
あ
る
か
ら
可
能
な
の
で
す
」
と
言
い
ま
す
。
八
百
日
目
に
入
り
ま
す
と
行
者
杖
が
許
さ
れ
ま
す
。

こ
の
杖
は
背
丈
よ
り
も
長
い
の
で
す
。
最
初
は
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
の
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
す
る
と
坂
道
を
下

る
と
き
は
ブ
レ
ー
キ
に
使
用
す
る
と
い
い
ま
す
。
足
を
進
め
る
先
に
杖
を
下
ろ
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
ま
す
の
で
、
背
丈
よ
り
も
長
い

杖
が
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
分
か
り
ま
す
が
、
問
題
は
登
る
時
で
す
。
今
度
は
櫂か
い

を
こ
ぐ
よ
う
に
し
て
、
右
左
を
交
互
に
支
え

な
が
ら
上
る
と
い
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
上
る
ス
ピ
ー
ド
と
、
下
る
ス
ピ
ー
ド
、
そ
れ
に
平
地
を
歩
く
ス
ピ
ー
ド
が
す
べ
て
一
緒
に

な
る
よ
う
に
歩
く
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
の
で
す
。
ど
の
行
者
に
尋
ね
て
も
同
じ
答
え
が
帰
っ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
に
は
な
か
な
か

信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
藤
波
阿
闍
梨
は
「
こ
の
雲
母
坂
の
途
中
で
、
私
も
気
を
失
い
か
け
ま
し
た
。」
と
応
え
た
の
で
す
。「
だ
か
ら
、
親
鸞
聖
人

の
伝
説
は
、
決
し
て
デ
タ
ラ
メ
な
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
付
け
加
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
つ
い
で
な
が
ら
他
の
阿
闍
梨
さ
ん
に
尋
ね
た
も
う
一
つ
の
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
乗
院
に
住
し

た
こ
と
の
あ
る
光
永
阿
闍
梨
さ
ん
で
す
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
、
大
乗
院
か
ら
六
角
堂
ま
で
、
夜
中
に
こ
っ
そ
り
と
往

復
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
実
的
に
可
能
か
ど
う
か
を
確
か
め
た
か
っ
た
の
で
す
。「
も
し
可
能
な
ら
ば
、
回
峰
行
を
終
え

た
あ
な
た
に
と
っ
て
、六
角
堂
ま
で
何
時
間
で
往
復
で
き
ま
す
か
？
」
と
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
い
と
も
簡
単
に
「
往
復
三
時
間
で
す
」
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と
応
え
た
の
で
す
。
実
際
に
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
即
答
出
来
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
十
分
に
夜
中
で
も
往
復
可
能
で
日
参

で
き
ま
す
ね
。

　

上
に
述
べ
た
よ
う
に
七
百
日
が
終
わ
っ
た
そ
の
日
か
ら
九
日
間
の
堂
入
り
と
い
う
過
酷
な
修
行
が
あ
り
ま
す
。
断
食
、
断
水
、
不
眠
、

不ふ

臥が

で
す
。「
こ
の
九
日
間
の
堂
入
り
が
終
わ
る
と
、体
質
改
善
が
な
さ
れ
て
体
が
軽
く
な
り
ま
す
」と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ「
大

乗
院
か
ら
六
角
堂
ま
で
の
往
復
に
三
時
間
も
あ
れ
ば
歩
け
ま
す
よ
」
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。

回
峰
行

　

親
鸞
聖
人
が
回
峰
行
を
満
行
さ
れ
た
の
は
比
叡
山
に
伝
わ
る
伝
説
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
聖
人
が
修
行
を
さ
れ
た
地
に
今
日

も
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
見
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
残
り

の
時
間
を
回
峰
行
に
関
し
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
自
力
聖
道
門
の
修
行
の

厳
し
さ
を
垣
間
見
る
意
味
で
下
の
写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

た
だ
こ
れ
は
私
が
撮
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
川
勇
さ
ん
の
写
真
集
『
行
…
酒
井
雄

哉
師
の
足
跡
』
に
掲
載
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
す
。
先
年
、
龍
谷
大
学
か
ら
ご
本
人
に
使
用
許

可
を
願
い
出
た
の
で
す
が
、
こ
の
方
だ
け
は
ど
う
し
て
も
連
絡
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
も

し
ご
存
じ
の
方
が
お
い
て
で
し
た
ら
教
え
て
下
さ
い
。

　

箱
崎
文
応
と
言
う
行
者
さ
ん
で
す
。
周
り
が
凍
っ
た
滝
に
入
っ
て
打
た
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
写
真
を
撮
っ
た
時
は
九
十
歳
で
し
た
。「
盲
目
の
行
者
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
御
前
さ
ん
」

写真23　箱崎文応師の滝行
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と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
若
い
時
か
ら
あ
ま
り
に
も
厳
し
い
修
行
を
し
た
の
で
、
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
箱
崎
文
応
さ
ん

は
、
高
齢
に
な
っ
て
も
お
弟
子
さ
ん
が
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
師
匠
が
厳
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
来
た
お
弟
子
さ
ん
が
す
ぐ
逃
げ
出
し

た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
他
力
浄
土
門
に
い
る
私
が
、
自
力
聖
道
門
の
厳
し
さ
を
知
ら
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
一
枚

の
写
真
で
す
。

　

や
は
り
高
齢
に
な
り
ま
す
と
身
の
回
り
の
世
話
が
必
要
で
す
。
食
事
の
準
備
、
風
呂
、
洗

濯
な
ど
な
ど
、ど
う
し
て
も
小
僧
が
要
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
酒
井
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
言
う
こ
と
で
、
後
に
二
千
日
回
峰
行
者
に
な
っ
た
酒
井
雄
哉
師
を
お
弟
子
に
し
た
と
い
い

ま
す
。
す
る
と
酒
井
さ
ん
は
、
根
性
が
あ
り
ま
し
た
。「
師
匠
が
立
っ
て
滝
に
打
た
れ
る
の

な
ら
ば
、
私
は
座
っ
て
」
と
言
っ
て
、
座
禅
を
し
な
が
ら
滝
に
入
っ
た
と
い
い
ま
す
。
下
が

そ
の
時
の
写
真
で
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
に
私
が
叡
山
学
院
の
講
師
と
し
て
出
講
し
て
お

り
ま
し
た
。
酒
井
さ
ん
は
私
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
上
の
年
齢
で
す
が
、
ま
だ
そ
の
頃
は
学
院
生

だ
っ
た
の
で
す
。
あ
の
方
は
四
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
叡
山
に
入
っ
て
来
ら
れ
た
も
の
で
す
か

ら
、
私
を
先
生
と
呼
ん
で
く
れ
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
写
真
を
見
な
が
ら
「
何
分
間
入
っ
て
い
る
ん
で
す
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
五
分
間
で
は
入
り
足
ら
な
い
が
、
八
分
も
入
っ
て
お
れ
ば
、
今
度
は
体
が
カ
チ
カ
チ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
六
分
程
度

に
し
て
い
ま
す
よ
。
毎
朝
こ
う
し
て
滝
に
打
た
れ
る
と
、
ど
ん
な
に
寒
い
日
で
あ
っ
て
も
、
一
日
中
ポ
カ
ポ
カ
し
て
ま
す
。
淺
田
先
生

も
ど
う
で
す
か
？
」
と
言
わ
れ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。「
ち
ょ
っ
と
遠
慮
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
が
、
後
に
あ
の
よ
う

な
大
行
者
に
な
ら
れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
非
常
に
気
楽
に
、
学
院
の
窓
に
腰
掛
け
な
が
ら
話
し
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思

い
出
し
ま
す
。
で
す
か
ら
あ
え
て
こ
の
写
真
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ま
だ
酒
井
さ
ん
が
回
峰
行
に
は
い
る
以
前
の
事
で
す
。

写真24　酒井雄哉師
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鳥
瞰
図

　

再
度
23
頁
の
鳥
観
図
を
見
て
下
さ
い
。
先
ほ
ど
の
大
乗
院
の
あ
る
無
動
寺
谷
が
左
の
端
、
叡
山
の
南
に
位
置
し
ま
す
。
こ
の
無
動
寺

谷
が
回
峰
行
の
根
拠
地
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
無
動
寺
回
峰
と
呼
び
ま
す
。
昔
は
三
塔
そ
れ
ぞ
れ
に
回
峰
行
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
今

日
で
は
無
動
寺
回
峰
が
主
で
す
。
で
す
か
ら
無
動
寺
谷
が
回
峰
行
の
出
発
点
で
す
。
歩
く
範
囲
は
東
塔
・
西
塔
・
横
川
の
三
塔
を
周
り
、

麓
の
坂
本
も
含
め
て
、
ぐ
る
っ
と
一
周
し
ま
す
。
比
叡
山
を
下
り
て
上
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
「
比
叡
山
全
山
が
道
場
」
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

回
峰
行
者
の
衣
体

　

下
の
写
真
は
無
動
寺
谷
に
あ
り
ま
す
建
立
大
師
相
応
和
尚
の
石
像
で
す
。
回
峰
行
の
創
始

者
で
す
。
こ
の
像
か
ら
行
者
の
衣
体
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
頭
に
着
け
て
い
る
の
が
行
者

笠
で
す
。
そ
れ
に
小
田
原
ち
ょ
う
ち
ん
、
腰
ひ
も
、
ず
だ
袋
、
行
者
杖
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

何
度
も
言
い
ま
す
が
、
全
身
真
っ
白
の
姿
で
す
。
石
像
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
左
の
イ
ラ
ス

ト
に
は
腰
に
短
刀
を
着
け
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
金
襴
の
袋
に
入
っ
て
い
ま
す
の
で
大
変
に
目
立
ち
ま
す
。
日
本
に
た
く
さ
ん
の
修

行
が
あ
り
ま
す
が
、
短
刀
を
持
っ
て
仏
道
修
行
を
す
る
の
は
、
こ
の
回
峰
行
だ
け
だ
と
思
い

写真25　建立大師の石像



親鸞聖人と比叡山大乗院

109

ま
す
。
私
た
ち
が
学
生
の
頃
に
は
実
際
に
短
刀
を
持
っ
て
回
峰
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は

持
た
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
社
会
通
念
が
浸
透
し
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か

ら
石
像
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。刀
は
腹
を
切
る
時
の
切
腹
用
で
す
。病
気
に
な
っ
た
り
足
を
折
っ

た
り
し
て
、
こ
れ
以
上
歩
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
、「
腹
を
切
」
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
昔

は
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
を
強
い
た
の
で
し
ょ
う
。
今
日
で
は
そ
れ
が
出
来
な
く
な
っ
た
か
ら
刀

を
持
た
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
回
峰
行
も
「
好
相
行
」
と
同
じ
く
「
行
不
退
」
と
言

わ
れ
ま
す
。
ひ
と
た
び
こ
の
行
に
足
を
踏
み
入
れ
た
な
ら
ば
止
め
る
こ
と
（
退
す
る
）
が
出

来
な
い
の
で
す
。
退
す
る
と
は
死
を
意
味
し
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
行
を
失
敗
す
れ
ば
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
失
敗

と
は
途
中
で
挫
折
す
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
そ
れ
が
病
気
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
怪
我
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
す
。
こ
れ
以
上
歩
け
な

く
な
っ
た
と
き
は
死
ぬ
と
き
な
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
が
無
け
れ
ば
こ
の
行
は
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
今
日
ま

で
の
行
者
か
ら
こ
の
短
刀
の
意
味
す
る
内
容
を
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
今
の
若
い
行
者
さ
ん
に
「
刀
を
持
た
な
い
で
歩
け
ば
意

味
が
な
い
ね
」
と
言
っ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
あ
る
行
者
は
「
い
い
え
、
刀
が
な
く
と
も
死
の
う
と
思
え
ば
、
ど
ん
な
こ
と
し

て
で
も
死
ね
ま
す
」
と
言
っ
た
の
に
は
驚
き
で
し
た
。
若
い
星
野
圓
道
と
い
う
阿
闍
梨
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
す
が
「
足
の
骨
を
折
っ
て
で

も
、
七
里
半
を
歩
き
ま
し
た
よ
。」
と
言
い
ま
し
た
。「
や
は
り
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
え
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
出
来
ま
す
ね
」

と
答
え
た
の
に
は
、
そ
の
覚
悟
の
程
を
知
ら
さ
れ
た
感
が
し
ま
し
た
。

　

私
が
直
接
行
者
か
ら
聞
い
た
短
刀
に
ま
つ
わ
る
生
々
し
い
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
自
力
行
者
の
覚
悟
の
程
が
わ
か
っ
た

感
が
し
ま
し
た
。
そ
の
行
者
と
は
先
ほ
ど
か
ら
話
し
て
い
ま
す
酒
井
雄
哉
阿
闍
梨
で
す
。
そ
の
酒
井
雄
哉
さ
ん
が
千
日
回
峰
行
の
最
中

に
、
行
に
入
る
数
日
前
、
足
の
指
に
棘
が
刺
さ
っ
た
の
が
原
因
で
「
ひ
ょ
う
疽そ

」
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
行
に
入
り

写真27　行者の腰につけている
　　　　金襴が短刀（酒井師）
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ま
し
た
。
行
中
に
は
病
僧
を
認
め
ま
せ
ん
。
病
気
は
気
か
ら
来
る
も
の
だ
と
い
う
訳
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
例
え
外
傷
で
あ
っ
て
も
医

者
に
は
か
か
れ
な
い
の
で
す
。「
ひ
ょ
う
疽
」
で
す
か
ら
、
傷
つ
い
た
足
が
腫
れ
あ
が
っ
て
来
て
、
終
に
歩
け
な
く
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。

行
者
が
歩
く
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
切
腹
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

酒
井
さ
ん
か
ら
実
際
に
聞
い
た
話
で
す
。
死
を
覚
悟
し
て
大
き
な
岩
へ
よ
じ
登
っ
て
、
腹
を
切
る
覚
悟
を
し
た
と
い
う
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
腹
を
切
っ
た
っ
て
簡
単
に
死
ね
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
の
息
の
根
を
止
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
喉
を
絞
め
る

腰
紐
ま
で
常
に
行
者
は
持
参
す
る
よ
う
用
意
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
腹
を
切
っ
て
も
、
腰
紐
を
喉
に
締
め
る
余
裕
が
無
く
な
れ
ば
大
変

で
す
。
で
す
か
ら
、
岩
の
上
で
腹
を
切
っ
て
、
も
し
息
の
根
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
喉
に
短
刀
を
突
き
刺
し
て
、
飛
び
降

り
れ
ば
完
全
に
死
ぬ
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
覚
悟
し
た
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
紐
を
ほ
ど
い
て
短
刀
を
出
し
た
と
き
に
、
気
付
い
た
の
が
「
ひ
ょ
う
疽
が
憎
い
」
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
と
言
い

ま
す
。
こ
の
「
ひ
ょ
う
疽
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
行
が
完
遂
で
き
た
の
に
と
考
え
ま
す
と
、
山
の
中
で
す
が
そ
こ
で
手
術
す
れ
ば
ど
う
だ

ろ
う
と
思
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
腫
れ
あ
が
っ
た
足
の
親
指
を
縦
に
刀
で
切
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
中
の
血
膿
が
飛

び
散
っ
て
、
あ
の
気
の
強
い
酒
井
さ
ん
が
、「
気
を
失
っ
た
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
三
十
分
ほ
ど
気
を
失
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
周
り
に
雪
が
残
っ
て
い
た
の
で
そ
の
雪
の
冷
た
さ
で
目
が
開
い
た
」
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
周
り
を
見
れ
ば
、
血
膿
が
散
ら
ば
っ
て
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
足
を
見
る
と
、
右
と
左
の
足
が
同
じ
大
き

さ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
腫
れ
上
が
っ
て
い
た
血
膿
が
全
部
外
へ
出
た
の
で
し
ょ
う
。「
こ
れ
な
ら
ば
歩
け
る
」
と
思
っ
て
、

歩
い
た
と
い
い
ま
す
。
す
ご
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
傷
口
を
縦
に
切
っ
て
い
ま
す
の
で
、
歩
く
度
に
傷
口
が
パ
ッ
カ
パ
ッ
カ
開
き
ま

す
。
そ
れ
で
、
道
の
横
を
流
れ
て
い
る
小
川
の
清
水
で
き
れ
い
に
洗
っ
て
、
親
指
を
草
で
く
く
っ
て
歩
い
た
そ
う
で
す
。
な
ん
と
も
は

や
…
…
凄
ま
じ
さ
を
飛
び
越
え
て
呆
れ
か
え
る
と
い
う
か
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
い
し
ま
し
た
。
す
る
と
阿
闍
梨
さ
ん
は
「
淺
田
先
生
、
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笑
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
私
は
真
剣
だ
っ
た
の
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
に
は
恐
れ
入
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ
の
後
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
も
し
、
そ
こ
か
ら
バ
イ
菌
が
入
れ
ば
、
終
わ
り
で
す
。「
そ
れ
で
、
ど
う
さ
れ
た

ん
で
す
か
」
と
問
い
ま
す
と
「
い
ろ
い
ろ
考
え
た
ん
だ
け
ど
、
ポ
マ
ー
ド
を
塗
っ
て
バ
イ
菌
を
防
い
だ
ん
だ
よ
」
と
い
わ
れ
た
も
の
で

す
か
ら
「
そ
れ
は
良
か
っ
た
で
す
ね
。
し
か
し
、
頭
の
毛
の
な
い
お
坊
さ
ん
の
お
寺
に
ポ
マ
ー
ド
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
」
と
言
っ
た
ん

で
す
。
す
る
と
「
淺
田
先
生
は
す
ぐ
茶
化
す
」
と
言
っ
て
怒
ら
れ
ま
し
た
が
、き
れ
い
に
治
っ
た
傷
痕
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
是

非
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
断
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
阿
闍
梨
さ
ん
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
私
た
ち
は
、『
回
峰
行
を
す
る
』
と
言
い
ま
せ
ん
『
お
行
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
行
は
仏
様
か
ら
与
え
ら
れ
た
修
行
で
す
。
行
が
終
わ
れ
ば
お
医
者
さ
ん
に
か
か
れ
ま
す
。
で
す

か
ら
、
信
者
さ
ん
に
お
ら
れ
る
お
医
者
さ
ん
の
顔
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
あ
の
人
に
診
て
も
ら
お
う
か
、
こ
の
人
に
診
て
も
ら
お
う
か
と

思
っ
て
い
た
け
ど
、行
が
終
わ
る
丁
度
一
週
間
前
に
き
れ
い
に
治
っ
た
ん
で
す
よ
。
や
は
り
、私
た
ち
は
仏
様
の
手
の
ひ
ら
の
中
で
「
お

行
」
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
怪
我
か
ら

仏
の
有
り
難
さ
を
感
じ
た
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
自
力
行
と
は
命
懸
け
の
修
行

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。

　

も
う
一
つ
話
て
お
き
た
い
の
が
「
足
」
に
ま
つ
わ
る
事
で
す
。
百
日
回
峰
行
者
の
姿
を
見

れ
ば
裸
足
に
「
草わ

ら
じ鞋
ば
き
」
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
す
。
本
日
お
越
し
の
皆
さ
ん
は
、
お
年

を
召
し
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
で
す
か
ら
、「
草ぞ
う
り履
」
と
「
わ
ら
じ
」
の
違
い
は
分
か
る
と

思
い
ま
す
が
、
今
の
学
生
に
は
こ
の
話
は
通
じ
ま
せ
ん
。
下
の
写
真
の
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
た

人
も
区
別
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
草
履
で
す
。
わ
ら
じ
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。

　

台
座
の
上
に
足
の
指
ま
で
載
る
の
が
「
草
履
」
で
す
。
こ
れ
な
ら
ば
山
の
中
を
歩
く
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。「
わ
ら
じ
」
は
、
鼻
緒
が
台
座
の
先
端
に
付
い
て
い
ま
す
。
先
端
に
付
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
足
の
指
は
全
て
台
座
の
外
に
出
ま
す
。
そ
の
外
に
出
た
指
で
土
を

か
く
の
で
す
。
だ
か
ら
坂
道
な
ど
も
力
強
く
歩
け
ま
す
。
い
わ
ば
、
は
だ
し
で
歩
く
に
等
し

い
の
で
す
。

　

私
の
教
え
た
学
生
が
回
峰
行
に
入
っ
た
一
週
間
目
に
、
行
中
見
舞
い
に
行
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
卒
業
生
は
二
十
歳
過
ぎ
の
頑
丈
な
男
子
学
生
で
す
。
そ
の
学
生
が
涙
な
が
ら

に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
先
生
、つ
ら
い
で
す
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。「
何
が
つ
ら
い
ん
だ
」

と
聞
き
ま
す
と
、「
足
の
裏
が
痛
く
て
つ
ら
い
」
と
応
え
ま
し
た
。
今
の
学
生
は
靴
の
他
は
履
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
「
わ
ら
じ
」
を
履

く
事
な
ど
、
ま
ず
あ
り
え
ま
せ
ん
。
少
し
練
習
は
し
た
で
し
ょ
う
が
、
僅
か
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
わ
ら
じ
」
で
、
毎
日
七
里

半
を
歩
く
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。「
足
の
裏
に
マ
メ
が
で
き
る
ん
で
す
。
こ
の
マ
メ
を
う
ま
く
処
理
し
な
け

れ
ば
、
明
く
る
日
は
歩
く
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
例
え
う
ま
く
処
理
で
き
た
と
し
て
も
明
く
る
日
に
な
れ
ば
そ
の
マ
メ
の
上
に
ま
た
マ

メ
が
で
き
る
ん
で
す
。
こ
れ
を
下
手
に
つ
ぶ
し
て
し
ま
え
ば
歩
け
な
く
な
り
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。

　

ま
た
意
外
な
こ
と
も
聞
き
ま
し
た
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
を
歩
く
の
が
つ
ら
い
ん
で
す
」
と
言
う
の
で
す
。
私
に
は
最
初
意
味
が
分

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
靴
を
履
い
て
い
る
と
感
覚
が
つ
か
め
ま
せ
ん
。
な
る
ほ
ど
硬
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
を
は
だ
し
で
歩
け
ば
痛
い

で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
行
者
が
歩
く
コ
ー
ス
上
の
道
を
「
行
者
道
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
本
来

は
人
一
人
歩
く
だ
け
の
細
い
道
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
頃
は
行
者
だ
け
が
歩
く
の
で
は
な
く
て
多
く
の
人
が
出
入
り
し
ま
す
。
例
え
ば 写真29　履き終わったわらじ
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山
の
木
を
伐
採
す
る
職
人
も
山
へ
入
り
そ
の
道
を
使
用
し
ま
す
。
そ
の
折
り
に
は
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
入
れ
る
よ
う
に
と
行
者
道
を
広
げ

る
の
で
す
。
し
か
も
広
げ
た
道
に
は
バ
ラ
ス
を
敷
く
の
で
す
。
バ
ラ
ス
と
は
、
ト
ゲ
ト
ゲ
の
小
さ
な
石
で
行
者
は
あ
の
上
を
歩
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。「
で
す
か
ら
、
大
変
な
ん
で
す
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
「
雨
が
降
れ
ば
、
ま
た
大
変
で
す
」
と
も
言
い
ま
し
た
。
行
者
さ
ん
が
履
く
草
鞋
は
、「
八
目
の
わ
ら
じ
」
と
言
っ
て
、
普

通
の
わ
ら
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鼻
緒
の
目
が
八
つ
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
足
を
が
ん
じ
が
ら
め
に
く
く
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
こ
へ
雨
が
降
っ
て
わ
ら
じ
の
藁
が
ぬ
れ
ま
す
と
、
締
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
「
使
い
古
さ
れ
て
切
れ
な
く
な
っ
た
ノ
コ

ギ
リ
で
、
足
の
上
を
ゴ
リ
ゴ
リ
と
切
ら
れ
る
よ
う
な
痛
さ
で
す
」
と
も
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
行
者
笠
に
関
し
て
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
を
「
お
笠
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
最
初
三
百
日
ま
で
は
、
頭
に
着
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
手
で
持
っ
て
回
り
ま
す
。
た
だ
雨
が
降
れ
ば
被
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
じ
っ
く
り
見
せ
て
も
ら
い
ま

す
と
、大
き
さ
の
割
合
に
比
べ
て
、か
な
り
軽
く
感
じ
ま
す
。
禅
宗
の
雲
水
が
被
る
丸
い
「
あ

じ
ろ
笠
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
両
端
を
上
側
に
折
り
曲
げ
た
形
状
で
す
。
ち
ょ
う
ど
裏
側

の
頭
に
当
た
る
箇
所
に
、
六
文
銭
が
貼
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
聞
い
て
は
い
ま
し
た
が
実
際
に

見
ま
す
と
驚
き
で
す
。卒
業
生
の
行
者
に
聞
き
ま
し
た
、「
こ
の
六
文
銭
は
ど
う
い
う
意
味
？
」。

す
る
と
「
先
生
、
知
り
ま
せ
ん
か
。
三
途
の
川
を
渡
る
為
で
す
よ
」。「
六
文
銭
だ
か
ら
想
像

は
つ
く
け
ど
、
今
ど
き
六
文
銭
は
な
い
だ
ろ
う
？
」
と
思
わ
ず
聞
き
返
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
問
い
返
す
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
禅
宗
の
雲
水
さ
ん
は
涅ね

槃は
ん

金き
ん

と
称
し
て
あ
じ
ろ

笠
の
裏
面
に
十
万
円
を
貼
り
付
け
て
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
全
国
ど
こ
を
行
脚
し

て
い
て
亡
く
な
っ
て
も
、
こ
の
十
万
円
で
、
火
葬
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
ら
し
い
の
で

写真30　藤波師による行者笠の解説
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す
。「
こ
れ
な
ら
ば
現
実
的
だ
が
、
六
文
銭
で
は
処
理
も
で
き
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
！
」
と
い
い
ま
す
と
、
彼
は
「
い
い
え
、
私
た
ち
は
、

師
匠
の
指
示
ど
お
り
、
言
わ
れ
る
ま
ま
の
修
行
を
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
現
実
に
合
う
と
か
合
わ
な
い
と
か
は
関
係

な
い
の
で
す
。
師
匠
の
言
う
と
お
り
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
師
匠
は
、
ま
た
そ
の
上
の
師
匠
の
言
う
と
お
り
に
修
し
て
き
た
の
で
す
。

一
般
の
人
は
十
年
一
昔
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、
修
行
に
は
百
年
一
昔
、
い
い
え
千
年
一
昔
と
い
う
よ
う
に
、
比
叡
山
で
は
昔
な
が
ら
の

修
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
修
行
に
は
現
代
化
は
無
い
の
で
す
」
と
。

　

こ
の
言
葉
に
私
は
大
変
感
動
し
ま
し
た
。
学
生
時
代
に
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
言
う
学
生
で
は
無
か
っ
た
の
に
、
修
行
は

人
を
育
て
る
の
だ
な
ァ
と
感
心
し
き
り
で
し
た
。

　

そ
こ
で
気
づ
い
た
の
で
す
。
私
は
現
在
の
比
叡
山
に
残
っ
て
い
る
修
行
を
親
鸞
聖
人
当
時
に
当
て
は
め
る
の
に
は
時
代
的
な
差
を
考

え
れ
ば
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
躊
躇
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
彼
の
言
葉
を
聞
い
て
自
信
が
で
き
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
当
時
、

あ
る
い
は
伝
教
大
師
当
時
の
ま
ま
の
修
行
を
、
今
日
も
比
叡
山
で
修
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
に
至
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
現
在
の

修
行
を
親
鸞
聖
人
当
時
の
修
行
と
考
え
た
と
し
て
も
大
き
な
誤
り
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

千
日
回
峰
行
に
は
こ
れ
以
外
、
お
堂
に
九
日
間
籠
っ
て
の
「
断
食
、
断
水
、
不
眠
、
不
臥
」
の
「
堂
入
り
」
が
あ
り
ま
す
し
、
一
日

に
二
十
一
里
を
歩
く
「
市
中
大
回
り
」
も
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
時
間
的
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
総
て
を
話
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

た
だ
、
親
鸞
聖
人
の
比
叡
山
時
代
の
修
行
内
容
に
は
堂
僧
や
好
相
行
な
ど
も
様
々
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
比
叡
山
に
回
峰

行
を
修
さ
れ
た
伝
承
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
頂
き
た
か
っ
た
こ
と
と
、
聖
人
が
二
十
年
間
も
修
行
さ
れ
た

自
力
行
の
す
ざ
ま
し
さ
の
一
端
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
力
浄
土
門
の
あ
り
が
た
さ
を
ご
理
解
頂
き
た
い
思
い
で
話
し
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〈
写
真
出
典
〉

　
　
　
　
　

写
真
６　

道
元
徹
心
編
『
天
台　

比
叡
に
響
く
仏
の
声
』（
龍
谷
大
学
仏
教
叢
書
三
、
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　

写
真
23
・
24
・
27　

西
川
勇
『
比
叡
山
千
日
回
峰
行　

酒
井
雄
哉
師
の
足
跡
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）

　
　
　
　
　

そ
の
他　

筆
者
に
よ
る

　
　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

五
木
寛
之　

好
相
行　

常
行
三
昧　

親
鸞
聖
人
実
伝　

そ
ば
喰
い
の
木
像　

回
峰
行


