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当
論
文
は
、
２
０
１
３
年
度
「
人
文
科
学
研
究
科
・
日
本
文
学
専
攻
（
国
際
日
本
学
イ
ン

ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
）」
に
お
け
る
「
修
士
論
文
」
の
一
部
を
抜
粋
し
、
削
除
部
分
と
の
整
合

性
を
整
え
る
た
め
に
、
副
題
の
変
更
と
、
本
文
に
お
い
て
若
干
の
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

日
本
に
「
仏
教
」
が
正
式
な
形
で
伝
来
し
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
欽
明
天
皇
十
三

年
十
月
」（
５
５
２
）
と
あ
り
、ま
た
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』『
元
興
寺
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』

等
で
は
「
欽
明
七
年
」（
５
３
８
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
文
書
が
「
仏
教
」
の
伝
来

の
時
期
を
、
正
確
に
記
し
て
い
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
現
在
で
も
確
定
は
さ

れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
元
資
料
が
不
明
に
て
、
史
料
性
に
疑
問
が
付
く
の
で
あ
る
が
、
皇
円

の
『
扶
桑
略
記
』
に
「
継
体
天
皇
十
六
年
（
５
２
２
）」
に
「
漢
人
安
部
村
主
司
馬
達
止
、
こ

の
年
の
春
二
月
入
朝
す
。
す
な
わ
ち
草
堂
を
大
和
国
高
市
郡
坂
田
原
に
結
び
、
本
尊
を
安
置

し
、
帰
依
礼
拝
す

（
1
）」

な
ど
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
合
わ
せ
読
め
ば
、
い
ず
れ
に
し
て

も
六
世
紀
の
前
半
に
は
「
仏
教
」
は
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
外
来
の
信
仰
で
あ
る
「
仏
教
」
は
、
日
本
の
社
会
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
先
の
『
日
本
書
紀
』
の
「
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
」
よ
り
「
翌

十
四
年
」
に
か
け
て
の
記
述
で
は
、
こ
の
仏
像
が
災
い
を
も
た
ら
す
元
凶
と
し
て
「
難
波
の

堀
江
」
に
委
棄
さ
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
像
を
安
置
し
て
い
た
蘇
我
稲
目
の
、
私
邸
を
改
め
た

私
寺
ま
で
が
焼
き
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
十
四
年
五
月
」
に
は
こ
う
記
さ
れ
て

い
る
。泉

郡
茅
渟
海
の
中
に
、
梵
音
あ
り
。
震
響
、
雷
声
の
若
く
、
光
彩
、
晃
曜
に
し
て
日
色

の
如
し―
中
略―

是
の
時
に
、
渡
辺
直
、
海
に
入
り
て
、
果
し
て
樟
木
の
海
に
浮
か
び

て
玲
瓏
く
を
見
つ
。
遂
に
取
り
て
天
皇
に
献
る
。
画
工
に
命
せ
て
、
仏
像
二
躯
を
造
ら

し
め
た
ま
ふ
。
今
し
吉
野
寺
に
、
光
を
放
つ
樟
の
像
な
り

（
2
）。（

補
注
１
）

『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
私
度
僧
」
考　

│
仏
教
の
信
仰
と
救
済
│

人
文
科
学
研
究
科　

日
本
文
学
専
攻

国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト

修
士
課
程
２
０
１
３
年
度
修
了　

平
久
江　

剛
志
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こ
の
様
に
「
仏
像
」
が
破
棄
さ
れ
た
り
、
ま
た
新
た
に
製
作
さ
れ
た
り
と
、
そ
の
評
価
と

取
扱
い
は
、
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
受
容
の
初
期
よ
り
の
、
こ
の
よ

う
な
混
乱
を
経
て
「
仏
教
」
は
、
や
が
て
日
本
の
信
仰
の
中
心
と
な
る
ま
で
に
発
展
し
て
、

今
日
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
発
展
の
段
階
に
お
い
て
も
、
当
然
の
よ
う
に
日

本
の
在
来
の
信
仰
と
対
立
し
、
あ
る
い
は
混
じ
り
あ
い
、
そ
の
形
を
時
代
と
共
に
変
え
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
な
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
「
仏
教
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
よ
う

に
そ
の
発
展
の
経
緯
の
内
に
、
数
多
く
の
問
題
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
後
解
決
さ
れ
た
問
題
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
未
解
決
の
ま
ま
今
日
に
ま
で
、
持
ち
越
さ

れ
た
問
題
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
日
本
国
善
悪
現
報
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』）
は
「
仏
教
」
が

日
本
に
請
来
さ
れ
て
後
、
約
三
百
年
を
経
た
時
代
に
書
か
れ
た
「
仏
教
説
話
集
」
で
あ
る
。

こ
の
三
百
年
の
間
に
は
当
然
の
よ
う
に
「
仏
教
」
そ
の
も
の
へ
の
理
解
の
進
捗
も
あ
ろ
う
し
、

日
本
の
在
来
信
仰
と
の
兼
ね
合
い
で
、
独
自
の
「
仏
教
理
解
」
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
様
な
こ
と
を
勘
案
し
て
日
本
の
「
仏
教
史
」
を
見
て
行
く
と
、
そ
こ
に
大
き
な
流
れ
と
し

て
「
官
制
仏
教
」
と
「
民
間
信
仰
」
と
し
て
の
「
仏
教
」
で
あ
る
「
民
衆
仏
教
」
が
あ
る
こ

と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
『
霊
異
記
』
の
作
者
は
「
官
制
仏
教
」
の
「
僧

侶
」
で
あ
る
が
、そ
れ
以
前
は
「
非
官
制
」
で
あ
る
「
民
間
信
仰
」
の
担
い
手
で
あ
っ
た
「
私

度
僧
」
の
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
官
」
の
立
場
と
「
民
」
の
立
場
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
仏
教
」
を
「
僧
」
と
し
て
、
語
れ
る
人
物
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
は
い

う
も
の
の
、
立
場
上
は
よ
り
上
位
の
地
位
で
あ
り
、
正
規
の
僧
侶
で
あ
る
「
官
僧
」
の
立
場

で
「
仏
教
」
を
語
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
者
は
あ
え
て
そ
の
立
場
で
、こ
の
『
霊
異
記
』

を
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
中
に
は
「
追
わ
れ
」「
打
た
れ
る
」、
そ
の
様
な
「
私
度
僧
」

の
姿
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
「
悪
報
」
を
以
て
「
罰
」
を
受
け
る
の
は
常
に
「
私
度
僧
」

を
「
追
い
」「
打
っ
た
」
側
の
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
「
仏
教
」
伝
来
の
三
百
年
後
に
、
こ
れ
ら
「
禁
制
」
で
あ
る
「
私
度
僧
」
が
、
迫
害
の
内

に
あ
っ
て
も
そ
こ
に
厳
然
と
存
在
し
、
独
自
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
。
ま
た
そ
れ
ら
の

「
私
度
僧
」
を
、
慈
愛
を
込
め
て
作
者
が
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
に
、
千
二
百
年
後
の
読
者

と
し
て
は
、
驚
き
と
感
動
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
を
語
る
と
い
う
意

味
で
は
、
こ
の
『
霊
異
記
』
は
「
仏
教
」
伝
来
以
降
の
、
正
史
に
残
ら
ぬ
「
民
間
信
仰
」
に

お
け
る
「
初
期
仏
教
・
部
門
史
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
描
く

視
点
が
「
私
度
僧
」
側
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
以
て
、「
仏
教
伝
来
」
以
来
の
三
百
年
の
間

に
「
民
間
信
仰
」
が
ど
の
よ
う
に
在
来
の
「
土
俗
信
仰
」
か
ら
「
仏
教
」
の
影
響
を
受
け
て
、

こ
の
時
代
の
「
民
間
信
仰
」
と
し
て
の
「
民
衆
仏
教
」
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
探
る
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
「
私
度
僧
的
視
点
」
を
基
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
「
仏
教
」

の
「
受
容
と
変
遷
」
に
つ
い
て
、
今
日
的
問
題
ま
で
を
含
め
て
、
こ
の
『
霊
異
記
』
を
手
掛

か
り
と
し
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

第
一
章　
『
霊
異
記
』
信
仰
と
救
済　
　

　
　
　
　

一　
「
私
度
僧
」「
聖
」
集
団
の
信
仰
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　

１　

呪
術
と
信
仰

　

日
本
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
と
発
展
の
過
程
を
見
れ
ば
、
終
始
行
わ
れ
て
き
た
「
官
制
仏

教
」
と
「
民
衆
仏
教
」
の
対
立
が
大
き
な
問
題
点
な
の
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
対
立

は
改
善
さ
れ
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
現
行
の
浄
土
宗
の
宗
門
系
大
学
で
使
用
さ
れ
る
「
教
科

書
」
の
一
部
を
以
下
に
記
す
。（
実
際
に
当
方
が
当
該
大
学
在
学
中
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト

で
あ
り
、
信
仰
上
の
対
立
者
で
な
い
こ
と
を
、
先
に
明
記
し
て
お
き
た
い
）

上
人
（
空
也
）
の
す
す
め
る
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
往
生
だ
け
で
は
な
く
曠
野
原
野
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に
死
骸
が
あ
れ
ば
火
葬
に
し
て
阿
弥
陀
仏
名
を
唱
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
死
霊

亡
霊
の
往
生
を
願
う
念
仏
と
も
思
わ
れ
、
ま
た
悪
疫
退
散
を
祈
り
念
仏
を
す
す
め
た
こ

と
は
呪
術
念
仏
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
後
世
の
浄
土
教
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
か
の
恵
心
僧
都
が
叡
山
の
念
仏
を
代
表
す
る
人
で
あ
り
、
山
の
念
仏
と
い

わ
れ
て
、
観
念
中
心
の
浄
土
教
で
あ
り
、
主
と
し
て
、
社
会
の
上
層
階
級
た
る
貴
族
社

会
に
多
く
の
帰
依
者
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
空
也
が
対
象
と
し
た
人
は
一
般
市
井
の

民
衆
で
あ
り
、
辺
地
の
農
民
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
特
色
が
み
ら
れ
る

（
3
）。

　

右
の
文
中
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
部
分
が
あ
る
。
太
字
で
記
し
た
「
後
世
の
浄
土
教
」

が
「
何
」
を
、
ま
た
「
誰
」
を
指
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
中
に
は
以
下
「
か

の
恵
心
僧
都
が
」
と
あ
り
、
普
通
に
読
め
ば
「
後
世
の
浄
土
教
」
と
は
「
恵
心
僧
都
」
を
中

心
と
す
る
い
わ
ば
「
山
の
念
仏
」
の
浄
土
教
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
執
筆
者
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
実
名
を
あ
げ
て
い
な
い
の
で
、
大
き
な
誤

解
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
「
後
世
の
浄
土
教
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
は
「
法
然
」

に
始
ま
り
「
親
鸞
」
に
連
な
る
「
称
名
念
仏
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
空
也
」
と
「
同
時
代
」

の
念
仏
で
比
較
す
れ
ば
「
空
也
」
と
「
源
信
（
恵
心
僧
都
）」
で
あ
る
が
「
呪
術
性
」
で
比

較
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
「
空
也
」
並
び
に
「
恵
心
僧
都
」
と
「
法
然
・
親
鸞
」
の
比
較
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

死
霊
亡
霊
の
往
生
で
な
く
、
生
者
の
往
生
を
説
く
「
阿
弥
陀
」
一
仏
に
対
す
る
、
一
神
教

的
な
絶
対
信
仰
が
、現
行
の
法
然
浄
土
教
の
教
え
で
あ
る
。
こ
の
教
え
は
、か
の
「
恵
心
僧
都
」

の
い
う
「
観
想
念
仏
」
と
は
あ
く
ま
で
も
異
な
る
「
念
仏
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
法

然
」
以
下
、
彼
ら
は
当
時
の
官
制
仏
教
た
る
「
叡
山
」
を
追
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
を
混
用
し
て
の
「
空
也
」
の
批
判
は
、
宗
教
関
係
本
に
多
々
見
ら
れ
る
、
意
図
的
な
作

為
と
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宗

門
系
の
大
学
の
宗
門
学
の
教
科
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
意
図
的
作
為
が
あ
っ
て
は
ま

ず
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
恵
心
僧
都
」
と
「
空
也
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
依
者
の
階
層
が
違
っ

て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
、
本
質
的
な
違
い
は
何
処
に
あ
っ
た

の
か
。
次
に
「
空
也
」
の
呪
術
性
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
は
「（
源
信
）
恵
心
僧
都
」
で
は
な

く
「
後
世
の
」
と
し
て
名
を
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
無
く
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
法
然
・
親
鸞
」

で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
の
部
分
を
整
理
す
る
こ
と
な
く
、
整
合
性
を
無
視
し
た
ま
ま
記
述
さ
れ

た
こ
と
に
、
違
和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
の
部
分
を
整
理
し
な
が
ら
「
山
の
念
仏
」
も
「
呪
術
性
」
を
有
し
て
お
り
、後
年
の
「
法

然
・
親
鸞
」
浄
土
教
の
、
そ
れ
と
も
異
な
る
こ
と
を
記
し
な
が
ら
、「
山
の
念
仏
」
と
「
空
也
」

の
念
仏
が
同
じ
基
層
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
証
し
て
行
く
。
こ
れ
は
同
時
に

「
空
也
」
の
目
指
し
た
行
動
が
先
師
「
行
基
」
の
そ
れ
で
あ
り
、「
行
基
」
を
尊
崇
す
る
『
日

本
霊
異
記
』
作
者
、「
景
戒
」
が
描
く
『
霊
異
記
』
の
世
界
と
連
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
事
の
順
と
し
て
、
各
祖
師
の
生
没
年
を
記
す
。（「
恵
心
僧
都
」
は
尊
称
に
て
「
源
信
」

に
て
表
記
）

空
也
（
９
０
３
？
〜
９
７
２
）　

源
信
（
９
４
２
〜
１
０
１
７
）

慶
滋
保
胤
（
９
３
３
〜
１
０
０
２
）

法
然
（
１
１
３
３
〜
１
２
１
２
）

親
鸞
（
１
１
７
３
〜
１
２
６
２
）　　
　
　
　
　
　
　
　
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
よ
り

　

先
に
太
字
で
示
し
た
「
後
年
の
浄
土
宗
の
そ
れ
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
部
分

で
考
え
れ
ば
、
源
信
は
空
也
と
同
時
代
に
生
き
た
人
物
で
「
後
年
」
に
は
な
り
え
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
が
ま
ず
執
筆
者
の
作
為
で
、「
後
年
」
と
す
る
な
ら
ば
当
然
「
法
然
」

や
「
親
鸞
」
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
・
親
鸞
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
「
山
の
念
仏
」

を
否
定
し
た
人
物
で
あ
り
、
山
を
追
わ
れ
た
祖
師
達
で
あ
る
。「
後
年
の
浄
土
教
」
と
「
山

の
念
仏
」
は
全
く
相
反
す
る
も
の
で
、
同
時
に
成
り
立
ち
え
る
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
空
也
が
「
呪
術
念
仏
」
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
源
信
が
指
導
者
と
し
て
参
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加
し
、
盟
友
で
あ
る
「
慶
滋
保
胤
」
が
そ
の
運
営
に
大
き
く
か
か
わ
り
、
結
社
設
立
時
に
記

し
た
「
二
十
五
三
昧
会
」
で
の
起
請
文
に
は
「
光
明
真
言
を
誦
経
し
て
、
土
砂
加
持
を
お
こ

な
う
」
と
い
う
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
結
社
が
純
粋
な
念
仏
結
社
で
は
な
く
密
教
呪

術
を
含
む
も
の
で
、
そ
も
そ
も
が
「
呪
術
」
を
、
否
定
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
又
源
信
自
身
が
記
し
た
『
往
生
要
集
』
の
巻
下
の
文
頭
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

念
仏
の
利
益
を
明
さ
ば
、
大
い
に
分
ち
て
七
あ
り
。
一
に
は
滅
罪
生
善
、
二
に
は
冥
得

護
持
、
三
に
は
現
身
見
仏
、
四
に
は
当
来
の
勝
利
、
五
に
は
弥
陀
の
別
益
、
六
に
は
引

例
勧
信
、
七
に
は
悪
趣
の
利
益
な
り

（
4
）

　

右
の
文
だ
け
で
も
十
分
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
で
、
具
体
的
に
引
か
れ
た

経
文
で
、
今
し
ば
ら
く
見
て
ゆ
く
。
ち
な
み
に
右
文
の
「
四
の
当
来
の
勝
利
」
に
あ
た
る
部

分
で
あ
る
。

第
四
に
、当
来
の
勝
利
と
は
、華
厳
の
偈
に
云
く
「
も
し
如
来
の
少
か
の
功
徳
を
も
念
じ
、

乃
至
一
念
の
心
だ
に
も
専
仰
し
た
て
ま
つ
ら
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
道
の
怖
悉
く
永
く
除

こ
り
、
智
眼
は
こ
こ
に
於
い
て
能
く
深
く
悟
る
」
と
。〈
智
眼
天
王
の
頌
な
り
〉
般
舟

経
の
偈
に
云
く
、「
そ
の
人
終
に
地
獄
へ
堕
せ
ず
、
餓
鬼
道
及
び
畜
生
を
離
れ
、
世
々
、

生
る
る
所
に
て
宿
命
を
識
ら
ん
」―

略―

（
大
集
経
に
云
く
）
無
量
の
徳
用
・
神
通
道
力
・

種
々
の
神
変
あ
り
。
即
ち
こ
れ
、
神
通
道
力
も
て
衆
生
を
度
し
た
ま
ふ
な
り
。―
略―

心
を
繁
け
て
称
念
す
れ
ば
、
障
り
を
除
き
、
益
を
獲
て
、
皆
仏
前
に
生
ぜ
ず
と
い
ふ
こ

と
な
し
。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
時
代
を
し
て
、
仏
教
が
伝
統
的
に
有
し
て
い
た
「
呪
術
性
」
は
そ
の

ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
呪
術
」
を
否
定
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
意

識
は
、
当
時
の
僧
達
に
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
検
証
す
れ
ば
、

執
筆
者
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
空
也
と
違
う
「
呪
術
念
仏
」
そ
の
も
の
を
「
後
年
の
浄
土
宗
」

を
代
表
す
る
法
然
・
親
鸞
が
、
脱
却
し
え
た
の
か
の
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
浄
土
三
部
経

の
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
「
滅
罪
の
功
徳
」
が
繰
り
返
し
説
か
れ
、
法
然
自
身
も
念
仏
の
功

徳
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。（
補
注
２
）
親
鸞
に
も
そ
の
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
無
知
蒙

昧
な
る
民
衆
に
対
す
る
「
対
機
説
法
」
と
、
真
宗
内
部
で
は
好
意
的
評
価
と
し
て
説
明
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、「
呪
術
」
を
否
定
し
た
上
で
の
「
説
法
」
と
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
そ
の

限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
を
見
れ
ば
、
棺
を
前
に
し
て
真
宗
に
継
承
さ
れ
る
独
特
な
節

を
つ
け
て
僧
侶
が
読
経
を
行
っ
て
い
る
姿
は
「
死
霊
・
悪
霊
の
鎮
攘
」
で
は
無
い
と
誰
が
言

え
よ
う
か
。「
節
を
付
け
て
歌
う
こ
と
」。
こ
れ
は
「
神
話
学
」「
民
俗
学
」
の
説
明
を
待
つ

こ
と
も
な
く
「
呪
術
」
の
基
本
中
の
基
本
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
「
空
也
」
の
行
っ
て
い
る
「
呪

術
念
仏
」
と
、
こ
れ
ら
真
宗
僧
侶
の
「
念
仏
」
と
、
外
見
上
ど
こ
に
違
い
を
見
つ
け
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
家
永
三
郎
に
よ
り
「
念
仏
無
用
論

（
5
）」

が
提
起
さ
れ
、
真
宗
を
中
心

と
す
る
浄
土
系
宗
門
関
係
者
と
の
間
で
、
そ
の
「
呪
術
性
」
に
つ
い
て
、
激
し
い
論
議
が
な

さ
れ
た
過
去
が
あ
る
。
最
終
「
念
仏
は
呪
術
的
で
あ
る
べ
き
で
な
い
」「
呪
術
的
で
な
い
の

が
念
仏
で
あ
る
」
と
い
う
宗
教
的
目
標
で
も
っ
て
、
論
争
は
自
然
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
宗
教
的
目
標
自
体
が
「
〜
で
あ
る
べ
き
」「
〜
で
な
い
の
が
」
と
い
う
、
人

意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
「
自
力
的
」
強
制
力
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
の

浄
土
教
を
標
榜
す
る
、
現
行
浄
土
系
諸
宗
派
と
し
て
は
「
唯
ひ
た
す
ら
に
阿
弥
陀
の
御
心
に

す
が
っ
て
（
御
心
に
感
謝
し
て
）」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
は
、
そ
の
「
他
力
本
願
」

の
読
み
違
え
も
甚
だ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
る
。
そ
も
そ
も
宗
祖
で
あ
る
「
法
然
」

や
「
親
鸞
」
が
「
呪
術
性
」
を
ど
こ
ま
で
嫌
悪
し
、
自
身
の
信
仰
か
ら
排
除
し
て
い
っ
た
の

か
を
、
第
一
に
検
証
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宗
祖
達
は
自
身
の
信
仰
の
絶
対
的

優
位
を
「
念
仏
」
に
求
め
た
の
で
あ
り
「
呪
術
」
そ
の
も
の
は
「
念
仏
」
に
と
っ
て
「
念
仏
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を
つ
と
め
さ
せ
た
ま
わ
れ
ば
、
少
々
戒
行
や
ぶ
れ
さ
せ
お
わ
し
ま
し
候
と
も
」（
参
照
・
補

注
２
）
と
ま
で
法
然
が
語
る
よ
う
に
、
全
く
気
に
も
留
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直

な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
れ
は
浄
土
門
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
他
の
宗
門
で
も
同
様
な
の
で
あ
る
が
、
伝

統
的
に
「
批
判
的
精
神
」
を
も
っ
て
、
夫
々
が
護
持
す
る
経
典
や
経
論
の
研
究
が
な
さ
れ
る

こ
と
は
、
非
常
に
稀
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
研
究
が
、「
宗
論
を
護
法
的
な

動
機
を
以
っ
て
研
究
す
れ
ば
良
い
」
と
す
る
、
宗
門
内
部
で
の
風
潮
に
対
し
て
、
こ
れ
を
時

代
遅
れ
の
研
究
姿
勢
と
し
て
、
反
省
し
改
め
る
こ
と
は
、
宗
門
と
い
う
枠
の
中
で
は
非
常
に

困
難
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
信
仰
と
い
う
厄
介
な
存
在
が
、
正
当
な
研
究
を
邪
魔
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
悲
し
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

仏
教
を
中
心
と
す
る
宗
教
界
全
体
を
考
え
れ
ば
、
い
ま
だ
ど
こ
か
に
「
空
也
」
や
「
行
基
」

等
の
「
私
度
僧
」
あ
る
い
は
「
聖
」
等
に
対
す
る
侮
蔑
や
嫌
悪
の
心
が
あ
り
、そ
れ
を
し
て
「
五

来
重
」
の
記
し
た
『
高
野
聖
』
の
改
訂
版
あ
と
が
き
（
補
注
３
）
の
歎
き
に
行
き
着
く
の
で

あ
ろ
う
が
、
極
め
て
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
霊
異
記
』
を
読
む
場
合
、
こ
の
様
な
視

点
を
有
し
て
い
る
限
り
、
作
者
景
戒
が
説
か
ん
と
す
る
世
界
を
、
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　

２　
「
行
基
」
と
『
法
華
経
』

　

こ
こ
で
改
め
て
「
行
基
」「
空
也
」
等
「
私
度
僧
」
の
行
動
と
信
仰
を
見
て
ゆ
く
。
行
基

集
団
は
「
行
基
」
自
身
が
「
大
仏
建
立
」
に
関
わ
る
ま
で
、
幾
度
も
体
制
側
か
ら
迫
害
を
受

け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』（
養
老
元
年
）
の
中
に
「
小
僧
行
基
」
と
ま
で
名

指
さ
れ
た
、
以
下
の
一
文
が
あ
る
。（
補
注
４
）

方
今
小
僧
行
基
。
并
弟
子
等
。
零
疊
街
衡
。
妄
説
財
福
妄
説
罪
福
。
合
構
朋
黨
。
焚
剥

指
臂
。
歴
門
假
説
。
強
乞
餘
物
。
詐
稱
聖
道
。
妖
惑
百
姓
。（
方
に
今
、
小
僧
行
基
、
并

び
に
弟
子
等
、
街
衡
に
零
畳
し
、
み
だ
り
に
罪
福
を
説
き
、
朋
党
を
合
わ
せ
構
え
て
、

指
劈
譬
を
焚
き
剥
ぎ
、門
を
歴
（
へ
）
て
仮
説
し
て
強
い
て
余
り
の
も
の
を
乞
い
、詐
（
あ

ざ
む
）
り
て
聖
道
と
称
し
て
百
姓
を
妖
惑
す

（
6
））　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
行
基
」
の
率
い
る
集
団
が
手
や
腕
の
皮
を
剥
ぎ
（
経
文
を
そ
こ
に
書
く
）、
腕
や
臂
に
油

な
ど
を
垂
ら
し
て
火
を
つ
け
、
仏
へ
の
供
養
と
言
い
つ
つ
、
民
衆
に
布
施
を
強
要
し
怪
し
げ

な
説
を
並
べ
て
民
百
姓
を
た
ぶ
ら
か
し
て
い
る
と
い
う
体
制
側
の
見
解
で
あ
る
。

　

現
代
的
視
点
で
言
え
ば
、
自
身
の
身
体
を
大
き
く
傷
つ
け
て
の
供
養
と
い
う
、
理
不
尽
で

過
激
な
行
動
は
い
か
が
な
も
の
か
、と
も
思
わ
れ
る
が
、こ
の
後
の
時
代
に
続
く
「
空
也
」
も
、

若
き
日
に
こ
の
よ
う
な
「
行
」
を
行
っ
た
た
め
肘
の
傷
跡
が
終
生
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う
。

阿
波
土
佐
両
州
海
中
、
有
湯
島
矣
、
地
勢
幽
邃
、
伝
有
観
世
音
菩
薩
像
、
霊
験
掲
焉
、

上
人
、
為
値
観
音
、
故
詣
彼
島
、
六
時
恭
敬
、
数
月
練
行
、
終
無
所
見
、
爰
絶
粒
向
像
、

腕
上
焼
香
、
一
七
日
夜
、
不
動
不
眠
、
最
後
之
夜
、
所
向
尊
像
、
放
微
妙
光
，
瞑
目
則
見
、

不
瞑
無
見
、
於
是
焼
香
一
腕
、
燋
痕
猶
遺

（
7
）　

　

ま
た
『
霊
異
記
』
本
文
中
に
も
、
正
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
の
子
の
従
四
位
上
家
依
が
、
長

い
あ
い
だ
病
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
僧
従
や
優
婆
塞
に
呪
文
を
唱
え
さ
せ
回
復
を
図
っ
た

記
述
が
あ
る
。

時
に
看
病
の
衆
の
中
に
、
一
の
禅
師
有
り
き
。
誓
願
を
発
し
て
言
は
く
、「
凡
そ
仏
法

に
憑
り
て
、
修
行
す
る
大
意
は
、
他
の
活
け
る
命
を
救
は
む
と
な
り
。
今
我
が
寿
を
病

者
の
代
身
に
施
さ
む
。
仏
法
実
に
有
ら
ば
、
病
人
の
命
活
け
よ
」
と
い
ひ
て
、
命
を
棄

て
て
睠
み
ず
。
手
の
於
に
爝
を
置
き
、
香
を
焼
き
て
、
行
道
し
、
陀
羅
尼
を
読
み
て
、
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忽
ち
に
走
り
転
ぶ
。（
下
巻
・
三
六
）

　

こ
の
よ
う
な
手
の
皮
を
剥
ぐ
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
香
を
焚
く
、
と
言
っ
た
よ
う
な
「
焼
身

供
養
」
と
い
う
宗
教
行
動
が
、
少
な
く
と
も
「
行
基
」
が
布
教
活
動
を
始
め
た
八
世
紀
初
頭

か
ら
、「
空
也
」
の
修
業
時
代
の
十
世
紀
中
頃
ま
で
の
二
百
年
間
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
を
捉
え
て
み
れ
ば
、「
行
基
」「
空
也
」共
通
の
行
動
理
念
は『
法

華
経
』
の
以
下
で
は
な
い
か
と
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

以
天
宝
衣　

而
自
纏
身
己　

灌
諸
香
油　

以
神
通
力
願　

而
自
焼
身　

光
明
遍
照　

八
十
億
恒
河
沙
世
界
（
天
の
宝
衣
を
も
っ
て
自
ら
身
に
纏
い
、
諸
の
香
油
を
灌
ぎ
、
神

通
力
の
願
を
以
て
、
自
ら
身
を
焼
し
、
光
明
は
遍
く
八
十
億
恒
河
沙
の
世
界
を
照
ら

せ
り

（
8
））

　

こ
こ
は
『
法
華
経
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
な
い
由
、
こ
れ
以
上
述
べ
る
訳
で

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
行
基
」
と
そ
の
集
団
は
『
法
華
経
』
を
基
と
す
る
仏
教
行
者
集

団
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
寺
」
と
い
う
拠
点
を
持

た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
「
官
寺
」
の
「
官
僧
」
と
の
、
仏
教
僧
と
し
て
の
本
質
的

な
違
い
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
宗
教
的
な
本
質
論
で
あ
っ
て
、

社
会
的
・
政
治
的
な
僧
の
存
在
論
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
の
第

二
章
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
様
な
「
行
基
集
団
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
体
制
側
の
「
官

僧
」
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
お
の
れ
の
側
に
属
さ
な
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
異
端
」
の
「
私

度
僧
」
達
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
官
僧
」
の
立
場
で
な
く
と
も
、
律
令
体
制
下
で
の
、
こ
れ

ら
の
集
団
の
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
在
っ
て
は
な
ら
ぬ
「
課
税
」
か
ら
逃
れ
る
「
流
浪
の
民
」

で
あ
っ
て
、
弾
圧
・
迫
害
の
対
象
以
外
の
何
者
で
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に

想
像
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
幾
度
も
の
弾
圧
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、こ
の
行
基
の
「
法

華
行
者
」
集
団
が
存
続
し
え
た
の
は
、
強
固
な
組
織
と
独
自
の
経
済
力
、
ま
た
社
会
事
業
活

動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
実
践
的
行
動
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

「
大
仏
建
立
」
に
窮
し
た
聖
武
帝
が
、
こ
の
行
基
集
団
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
「
官
」
の
体
制

内
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、「
大
仏
建
立
」
の
後
は
「
行

基
」
は
冷
遇
さ
れ
、
後
に
来
朝
す
る
「
鑑
真
」
に
、
そ
の
地
位
は
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
行
基
」
と
い
う
指
導
者
を
体
制
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
、

こ
の
流
浪
の
仏
教
集
団
は
、
再
び
「
百
姓
を
妖
惑
す
る
」
怪
し
げ
な
仏
教
集
団
と
し
て
、
迫

害
さ
れ
消
滅
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
こ
に
『
法
華
経
』
の
理
解
に
つ
い
て
「
官
僧
」
と
「
私
度
僧
」
の
違
い
を
見
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
官
僧
」
側
に
と
っ
て
は
こ
の
『
法
華
経
』
は
あ
く
ま
で
も
「
護
国
経
典
」

で
あ
り
、
永
遠
の
命
の
存
在
を
証
す
る
「
聖
典
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
私
度
僧
」
達
に
は

よ
り
現
実
的
な
、
自
己
救
済
を
目
的
と
し
た
経
典
で
は
な
か
っ
た
の
か
。「
薬
草
喩
品
」
第

五
の
末
文
「
汝
等
の
行
ず
る
所
は
、
こ
れ
菩
薩
道
な
り
。
斬
々
に
修
学
し
て
、
悉
く
当
に
成

仏
す
べ
し
」
に
あ
る
よ
う
な
実
践
を
伴
い
自
己
の
救
済
を
目
的
と
し
た
「
菩
薩
行
」
と
し
て

の
『
法
華
経
』
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
先
の
「
自
傷
行
為
」
に
あ
た
る
よ
う

な
「
焼
身
供
養
」
な
ど
『
法
華
経
』
中
に
「
功
徳
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
実
践
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
「
行
基
」
や
「
空
也
」
が
『
法
華
経
』
の

行
者
と
い
っ
て
も
、
未
だ
こ
の
時
代
で
は
『
法
華
経
』
を
含
む
経
典
類
の
理
解
や
整
理
が
、

さ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
『
法
華
経
』
も
多
く
の
経
典
類
の
一
つ
で
し
か
な
か

っ
た
。
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
行
者
と
し
て
の
「
私
度
僧
」
達
は
当
然
な
が
ら
『
法
華
経
』
の
み

を
仰
ぐ
「
単
独
行
」
で
は
な
く
、
他
の
諸
経
典
と
の
「
併
修
」
で
あ
り
、
目
指
す
と
こ
ろ
も

時
に
は
弥
勒
の
「
兜
率
天
」
で
あ
り
、
ま
た
は
阿
弥
陀
の
「
西
方
浄
土
」
で
あ
り
と
、
ひ
と

つ
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
証
と
し
て
『
霊
異
記
』
中
に
も
「
経

を
よ
ま
し
む
る
者
は
、
東
方
の
金
の
宮
に
住
み
、
後
に
は
願
ひ
に
随
ひ
て
天
に
生
れ
む
。
仏

菩
薩
を
造
る
者
は
、
西
方
无
量
寿
浄
土
に
生
れ
む
。
放
生
す
る
者
は
北
方
无
量
浄
土
に
生
れ
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む
」（
上
巻
・
三
十
縁
）
と
あ
り
、
目
指
す
と
こ
ろ
の
浄
土
自
体
も
「
経
典
」
同
様
に
未
だ

整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

二　
「
一
闡
提
」
を
め
ぐ
る
作
者
景
戒
の
仏
教
意
識
の
変
遷

　

実
は
『
霊
異
記
』
上
・
中
・
下
巻
そ
れ
ぞ
れ
の
序
文
、
そ
し
て
百
十
六
話
の
本
文
を
通
じ
て
、

作
者
「
景
戒
」
が
自
分
自
身
を
述
べ
た
部
分
は
「
下
巻
三
十
八
縁
」
の
文
末
の
一
段
、
こ
れ

の
み
で
あ
る
。

然
し
て
延
暦
の
十
四
年
乙
亥
の
冬
の
十
二
月
三
十
日
に
、
景
戒
伝
灯
住
位
を
得
た
り
。

同
じ
天
皇
の
平
城
の
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
延
暦
の
十
六
年
丁
丑
の
夏
の
四
五
両

月
の
頃
に
、
景
戒
が
室
に
、
毎
夜
々
に
狐
く
。
并
せ
て
景
戒
が
私
に
造
れ
る
堂
の
壁
を
、

狐
掘
り
て
内
に
入
り
、
仏
座
の
上
に
屎
矢
り
穢
し
、
或
と
き
に
は
昼
屋
戸
に
向
ひ
え
鳴

く
。
然
し
て
、経
る
こ
と
二
百
二
十
余
日
に
し
て
、十
二
月
の
十
七
日
、景
戒
が
男
死
ぬ
。

又
、十
八
年
の
己
卯
の
十
一
十
二
箇
月
の
頃
に
、景
戒
が
家
に
狐
鳴
き
、又
時
々
螓
鳴
く
。

次
に
来
し
十
九
年
庚
辰
の
正
月
十
二
日
に
、
景
戒
が
馬
死
ぬ
。
又
、
同
じ
月
二
十
五
日

に
馬
死
ぬ
。
是
を
以
て
当
に
知
れ
、
災
の
相
先
づ
兼
ね
て
表
れ
て
、
後
に
其
の
実
の
災

来
む
と
い
ふ
こ
と
を
。
然
る
に
景
戒
、
未
だ
軒
轅
黄
帝
の
陰
陽
の
術
を
推
ね
ず
。
未
だ

天
台
智
者
の
甚
深
の
解
を
得
ず
。
故
に
災
を
免
る
る
由
を
知
ら
ず
し
て
、
其
の
災
を
受

く
。
災
を
除
く
術
を
推
ら
ず
し
て
、滅
び
愁
ふ
る
こ
と
を
蒙
る
。
勤
め
ず
あ
る
べ
か
ら
ず
。

恐
り
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　

こ
の
一
段
を
読
む
限
り
で
は
、
景
戒
の
出
自
は
全
く
の
不
明
と
言
っ
て
よ
い
。
又
経
歴
に

し
て
も
、
文
中
に
延
暦
十
四
年
に
伝
灯
住
位
を
得
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
自
分
自
身
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
全
く
語
っ
て
は
い
な
い
。
但
し
景
戒
の
暮
ら
し
向
き
そ
の
も
の
は
、

家
を
構
え
、
私
的
仏
堂
を
有
し
、
二
頭
の
馬
が
死
ん
だ
と
す
る
の
な
ら
ば
、
最
低
で
二
頭
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
馬
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
息
子
が
死
ん
だ
の

で
あ
れ
ば
、
当
然
妻
帯
も
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
有
力
者
と
は
言
わ
ぬ
ま
で

も
、
こ
れ
だ
け
の
私
財
を
有
し
、
ま
た
説
話
集
と
し
て
の
、
こ
の
『
霊
異
記
』
を
、
ま
と
め

上
げ
る
だ
け
の
知
的
レ
ベ
ル
を
有
し
て
い
た
人
物
と
す
れ
ば
、
そ
の
出
自
は
、
本
人
は
語
ら

ぬ
に
し
て
も
、
い
ず
れ
か
の
有
力
氏
族
に
属
し
て
い
た
と
推
論
す
る
こ
と
は
容
易
に
可
能
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
者
の
間
に
お
い
て
も
「
渡
来
人
説
」「
大

伴
氏
説
」「
小
子
部
説
」
と
諸
説
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
拠
は
、
関
係
す
る
語
句
の
表
出

頻
度
や
傾
向
等
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も
仮
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は

無
く
、
確
実
で
決
定
的
な
論
証
は
未
だ
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
出
自
や
経
歴
は
い
ま

ひ
と
つ
分
か
ら
ぬ
と
は
言
え
、
延
暦
十
四
年
に
伝
灯
住
位
と
い
う
僧
位
を
得
て
、
薬
師
寺
の

官
僧
と
し
て
正
式
な
僧
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
で
は
何
故
、
破
戒
と
も

言
え
る
妻
帯
や
子
供
を
有
し
、
な
お
か
つ
若
年
で
も
な
い
景
戒
が
、
こ
こ
で
高
位
で
は
な
い

と
は
い
え
、
正
式
な
僧
で
あ
る
伝
灯
住
位
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
る
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、臨
時
の
度
牒
付
与
に
合
わ
せ
た
「
売
官
」
で
あ
る
。

『
霊
異
記
』
に
は
、「
昔
、
山
背
国
に
一
自
度
有
り
き
。
姓
名
詳
か
な
ら
ず
。
常
に
碁
を
作
す

を
宗
と
せ
り
」（
上
巻
十
九
縁
）
や
「
牟
婁
の
沙
弥
は
、
榎
本
の
氏
な
り
。
自
度
に
し
て
名

無
し
。
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
人
な
り
き
。
故
に
字
を
牟
婁
の
沙
弥
と
号
く
と
者
へ
り
。
安
諦
郡

の
村
に
居
住
し
、
鬢
髪
を
剃
除
し
、
袈
裟
を
著
け
、
俗
に
即
き
て
家
を
収
め
、
産
業
を
営
み

造
る
」（
下
巻
十
縁
）
な
ど
と
、
経
済
的
に
自
立
し
た
状
態
で
、
余
裕
を
持
っ
た
生
活
が
可

能
な
私
度
僧
も
描
か
れ
て
い
る
。
景
戒
自
身
も
こ
の
伝
灯
住
位
受
領
の
頃
に
は
、
先
の
文
中

に
も
あ
る
よ
う
に
、
相
応
の
私
財
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

或
い
は
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
有
力
氏
族
の
一
員
と
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
薬

師
寺
と
保
ち
な
が
ら
、
臨
時
の
度
牒
付
与
に
巡
り
あ
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
で

あ
る
。『
霊
異
記
』
文
中
に
引
用
さ
れ
る
『
法
華
経
』『
般
若
経
』『
涅
槃
経
』
と
い
っ
た
多
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種
の
経
典
を
読
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
『
霊
異
記
』
中
に
、
そ
れ
ら
経
典
の
引
用
が
可
能
な

立
場
に
あ
っ
た
人
物
と
し
て
の
景
戒
を
考
え
る
な
ら
ば
、
た
だ
単
に
「
売
官
」
と
い
う
金
銭

だ
け
で
得
た
伝
灯
住
位
で
は
あ
り
得
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
ら
経

典
に
「
僧
」
以
外
で
か
か
わ
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
立
場
は
、
武
田
祐
吉
・
永
井
義
憲

等
の
、
景
戒
は
「
薬
師
寺
の
写
経
生
」
と
い
う
説
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
「
景
戒
が
有
力

氏
族
の
大
伴
氏
の
一
員
で
あ
る
」
と
い
う
、先
の
由
来
の
諸
説
の
中
で
の
一
説
の
「
大
伴
氏
説
」

を
加
味
す
れ
ば
、
よ
り
「
写
経
生
説
」
が
有
力
な
説
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
写
経
生
」

と
い
う
立
場
と
し
て
も
、
大
伴
氏
と
い
う
有
力
氏
族
の
一
員
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
れ
相
応
の

経
済
的
基
盤
は
保
ち
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
薬
師
寺
内
に
お
い
て
も
、
臨
時
の
度
牒
付
与
の
機

会
を
願
え
る
有
利
な
立
場
に
居
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

妻
帯
や
若
年
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
を
乗
り
越
え
て
の
伝
灯
住
位
拝
命
で

あ
る
な
ら
ば
、
有
力
氏
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と
や
、
豊
か
な
経
済
力
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
に

は
働
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
大
伴
氏
説
」
を
裏
付
け
る
傍
証
と
し
て
『
霊

異
記
』
中
に
は
、
多
く
の
「
大
伴
氏
」
が
登
場
す
る
。
特
に
「
名
草
郡
の
大
伴
氏
」
は
『
霊

異
記
』
中
に
七
編
に
渡
っ
て
登
場
し
、
特
に
上
巻
五
縁
の
「
大
花
位
大
部
屋
栖
古
の
連
の
公
」

な
ど
は
、「
霊
異
譚
」
の
性
格
よ
り
も
、
明
ら
か
に
「
名
草
郡
の
大
伴
氏
」
の
祖
先
譚
で
あ
り
、

「
聖
徳
太
子
」
か
ら
「
聖
武
帝
」
に
至
る
ま
で
、
ま
さ
に
「
伴
」
と
し
て
大
伴
家
が
天
皇
家

の
側
近
中
の
側
近
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
、
名
家
の
正
当
性
と
優
位
性
を
、
高
ら
か
に
語
っ
た

一
編
と
い
え
よ
う
。（
参
照
・
補
注
１
）

　

今
回
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
、中
巻
二
十
二
縁
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
「
一

闡
提
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
の
考
察
な
の
だ
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
カ
ー
ス
ト
」
に
源

を
発
す
る
、「
階
層
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
要
素
と
な
る
た
め
に
、
作
者
「
景
戒
」
自
身

が
差
別
を
受
け
る
よ
う
な
階
層
、
つ
ま
り
私
度
僧
で
あ
っ
て
も
「
官
僧
位
」
の
受
領
順
番
待

ち
に
あ
た
る
よ
う
な
地
位
に
あ
り
、『
霊
異
記
』
文
中
に
数
多
く
描
か
れ
た
、
理
不
尽
な
迫

害
を
受
け
る
「
私
度
僧
」
達
の
グ
ル
ー
プ
に
は
属
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　

そ
れ
に
伴
い
約
三
五
年
に
渡
っ
て
書
き
継
が
れ
た
こ
の
『
霊
異
記
』
で
あ
れ
ば
、
作
者
景

戒
の
仏
教
へ
の
理
解
の
深
度
や
思
想
的
変
化
も
、
当
人
が
意
識
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
意

識
の
ま
ま
で
あ
っ
た
か
を
問
わ
ず
、
そ
こ
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
当
然

の
よ
う
に
『
霊
異
記
』
中
の
初
期
か
ら
最
終
期
へ
と
至
る
間
に
、当
人
が
意
識
を
し
て
い
た
か
、

否
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
変
化
の
模
様
は
、『
霊
異
記
』
文
中
に
も
、
記
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
部
に
あ
た
る
「
下
巻
三
十
八
・
三
十
九
縁
」
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

作
者
景
戒
の
心
境
は
、
当
然
作
者
自
身
の
人
生
に
お
い
て
最
終
仏
教
理
解
と
も
い
え
る
も
の

で
あ
り
、
晩
年
に
た
ど
り
着
い
た
仏
教
的
世
界
観
と
い
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
問

題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
の
問
題
と
し
て
作
者
景
戒
の
仏
教
観
が
、
若
年
の
当
初
か
ら
晩
年
ま
で
、
変
わ
ら
ぬ

堅
固
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
問
題
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、「
中
巻
二
十
二
縁
」

な
ど
を
中
心
に
記
さ
れ
た
、
作
者
景
戒
の
初
期
仏
教
観
と
も
言
え
る
も
の
が
、
最
終
的
に
到

達
し
た
「
下
巻
三
十
八
・
三
十
九
縁
」
の
境
地
と
は
、
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一

読
す
れ
ば
明
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
仏
教
理
解
に
お
い
て
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
箇
所

が
、
多
数
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
今
回
考
察
す
る
「
中
巻
二
十
二
縁
」
は
そ
の
最

た
る
箇
所
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
比
較
的
短
い
話
な
の
で
全
文
を
以
下
に
記
す
。
そ
し
て

こ
の
「
中
巻
二
十
二
縁
」
と
「
下
巻
三
十
八
・
三
十
九
縁
」
を
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
作

者
「
景
戒
」
の
思
想
的
変
遷
を
探
っ
て
ゆ
く
。

　
　
　
　

仏
の
銅
像
の
盗
人
に
捕
ら
れ
て
、
霊
し
き
表
を
示
し
、
盗
人
を
顕
し
し
縁
」

和
泉
国
日
根
の
部
内
に
、一
の
盗
人
有
り
き
。
道
路
の
辺
に
住
み
き
。
姓
名
詳
か
な
ら
ず
。

天
年
心
曲
り
窃
盗
を
業
と
し
、
因
果
を
信
闡
と
せ
ず
。
常
に
寺
の
銅
を
盗
み
、
帯
に
作

し
て
衒
し
売
る
。
聖
武
天
皇
の
御
世
に
、
其
の
部
の
尽
恵
寺
の
仏
の
像
、
盗
人
に
取
ら
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れ
き
。
時
に
路
往
く
人
有
り
き
。
寺
の
北
の
路
よ
り
、
馬
に
乗
り
て
往
く
。
聞
け
ば
声

有
り
て
叫
び
哭
き
て
曰
く
、「
痛
き
か
な
、
痛
き
か
な
」
と
い
ふ
。
人
聞
き
て
、
諫
び

て
打
た
し
め
じ
と
思
い
、
馬
を
趍
せ
疾
に
進
め
ば
、
近
づ
く
に
随
ひ
て
叫
ぶ
音
、
澌
く

失
せ
て
叫
ば
ず
。
馬
を
留
め
て
聞
け
ば
、
唯
鍛
す
る
音
の
み
有
り
。
所
以
に
馬
を
前
め

て
過
ぎ
往
く
。
却
く
に
随
い
先
の
如
く
復

び
呻
ふ
。
忍
び
過
ぐ
る
こ
と
得
ぬ
が
故
に
、

更
に
還
り
来
れ
ば
、
叫
ぶ
声
復
止
み
て
、
鍛
す
る
音
の
み
有
り
。
若
し
人
を
殺
せ
る
か
、

必
ず
異
し
き
心
有
ら
む
か
と
疑
ひ
て
、
良
久
に
徘
徊
り
、
窃
に
従
者
を
入
れ
て
、
屋
内

を
窺
ひ
看
し
む
れ
ば
、
仏
の
銅
像
を
仰
け
奉
り
、
手
足
を
剔
り
欠
き
、
錠
を
以
て
頸
を

鍗
る
。
即
ち
捕
え
打
ち
問
ひ
て
、「
何
の
寺
の
仏
像
ぞ
」と
い
ふ
。「
尽
恵
寺
の
仏
像
な
り
」

と
答
ふ
。
使
を
遣
は
し
て
問
へ
ば
、
実
に
盗
ま
れ
た
り
。
使
者
語
を
挙
げ
て
、
具
に
状

を
述
ぶ
。
僧
、
檀
越
と
並
に
、
聞
き
て
集
い
来
り
、
破
れ
た
る
仏
を
衛
り
て
、
号
き
愁

へ
て
曰
さ
く
、「
哀
し
き
か
な
、
懇
き
か
な
。
我
が
大
師
、
聯
か
に
何
の
過
失
有
り
て
、

此
の
賊
難
を
蒙
り
た
ま
ふ
。
尊
像
寺
に
有
せ
ば
、
像
を
以
て
師
と
す
。
今
滅
び
し
よ
り

後
は
、
何
を
以
て
か
師
と
せ
む
」
と
ま
う
す
。
衆
僧
御
輿
を
厳
り
、
損
は
れ
た
る
仏
を

安
置
し
、
哭
き
て
寺
に
殯
し
、
彼
の
盗
人
を
刑
罰
た
ず
し
て
捨
つ
。
路
の
人
繋
ぎ
て
官

に
送
り
、
囹
圄
に
閉
囚
へ
て
き
。
定
め
て
知
る
、
聖
、
甚
だ
し
き
悪
を
輟
め
て
、
是
の

瑞
を
示
し
た
ま
ふ
。
至
誠
懼
る
べ
し
。
聖
霊
无
き
に
は
非
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
。
涅
槃
経

十
二
巻
の
文
に
、
仏
の
説
き
た
ま
へ
る
が
如
し
。「
我
が
心
大
乗
を
重
み
す
。
婆
羅
門

の
方
等
を
誹
謗
す
と
聞
く
と
き
に
は
、
其
の
命
根
を
断
た
む
。
其
の
因
縁
を
以
て
、
其

れ
よ
り
以
来
は
、
地
獄
に
堕
ち
づ
あ
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
り
。
又
彼
の
経
の
三
十
三
巻

に
去
は
く
、「
一
闡
提
の
輩
は
、
永
く
断
滅
せ
む
。
故
に
、
是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
蟻

子
を
殺
害
す
る
だ
に
、
猶
し
殺
罪
を
得
れ
ど
も
、
一
闡
提
を
殺
す
は
、
殺
罪
有
る
こ
と

無
し
」
と
者
え
る
は
、
是
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。
此
の
人
は
仏
法
僧
を
誹
謗
し
、
衆
生
の

為
に
法
を
説
か
ず
。
恩
義
無
き
が
故
に
、
殺
す
と
も
罪
无
き
者
な
り
。（
中
巻
二
二
縁
）

　

話
の
筋
書
き
は
「
盗
賊
が
銅
製
の
仏
像
を
盗
み
、
鋳
つ
ぶ
し
て
延
べ
板
に
作
り
変
え
よ
う

と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
怪
し
げ
な
「
痛
い
、
痛
い
」
と
い
う
声
を
聴
い
た
人
に
、
そ
の
破
損

の
現
場
を
押
さ
え
ら
れ
て
捕
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
盗
人
を
捕
え
た
人
が
、
仏
像
の
安
置
先
で

あ
る
と
い
う
寺
に
、
問
合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
、
間
違
い
な
く
盗
難
に
会
っ
て
い
る
と
い
う
。

駆
け
付
け
た
僧
や
信
徒
が
、
そ
こ
に
見
た
も
の
は
無
残
に
破
損
さ
れ
た
寺
の
仏
像
で
あ
っ
た
。

信
仰
の
主
た
る
寺
の
仏
像
を
破
壊
さ
れ
た
人
々
は
、
悲
嘆
に
く
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
仏
像
の

弔
い
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
盗
人
を
罰
す
る
こ
と
な
く
解
き
放

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
盗
人
を
捕
え
た
人
が
、
盗
人
を
許
さ
ず
役
所
に
届
け
出
た
た

め
、
盗
人
は
牢
獄
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
信
仰
心
に
支
え
ら
れ
た
仏
像
は
、

強
い
霊
力
を
持
つ
と
共
に
、
悪
事
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
示
現
し
た
、
仏
の
声
な
の
で
あ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
で
あ
れ
ば
、銅
で
鋳
ら
れ
た
仏
像
が
声
を
発
し
た
と
い
う
「
霊
異
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
至
誠
に
支
え
ら
れ
た
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
事
象
で
あ
る
。
よ
っ
て
仏
を
信
仰
す
る
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
霊
異
」
を
生
む
と
同
時
に
、
悪
事
を
許
さ
ぬ
と
い
う
「
仏
心
」
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
悪
事
を
働
く
こ
と
な
く
真
摯
に
仏
に
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
の
様
な
「
教
え
」
を
附
し
て
「
霊
異
譚
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
景
戒
は
こ
れ
に
『
涅

槃
経
』
の
経
文
を
二
則
、
付
け
足
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
一
則
は
「
方
等
つ
ま
り
大
乗
の

教
え
を
謗
る
婆
羅
門
を
殺
し
て
も
、
そ
の
人
は
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
次
の
第
二
則
は
「
一
闡
提
と
言
わ
れ
る
人
間
は
永
久
に
滅
ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
蟻
の
子
を
殺
し
て
さ
え
罪
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
一
闡
提
に
関
し
て
は
、
殺
そ
う
と

も
罪
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
極
め
て
物
騒
な
と
い
う
か
、
我
々
が
仏
教
に
持
つ
平
和
な

イ
メ
ー
ジ
と
は
真
逆
な
、
理
解
困
難
な
二
つ
の
経
文
で
あ
る
。

　

考
察
上
の
順
と
し
て
『
霊
異
記
』
と
『
涅
槃
経
』
と
の
原
文
の
比
較
に
あ
た
る
が
、
結
論

を
先
に
言
え
ば
、『
涅
槃
経
』
の
十
二
巻
に
は
、
先
の
一
則
の
「
婆
羅
門
を
殺
し
て
も
」
云
々

に
該
当
す
る
経
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
大
系
本
『
日
本
霊
異
記
』
脚
注
の
「
大
般
涅
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槃
経
・
聖
行
品
。
取
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
体
で
の
意
訳
と
い
う
意
味
で
見
れ
ば
そ
の
通

り
で
あ
る
。

　

ま
た
第
二
則
の
『
霊
異
記
』
で
は
三
十
三
巻
と
な
っ
て
い
る
、「
一
闡
提
の
輩
」
以
下
は
、「
北

本
」
三
十
一
巻
『
迦
葉
品
二
十
四
』
と
な
る
。

『
霊
異
記
』　 
一
闡
提
輩
、
永
断
滅
、
故
以
是
義
故
、
殺
害
蟻
子
。
猶
得
殺
罪
、
殺
一
闡
提
、

無
有
殺
罪
。

『
涅
槃
経
』   

一
闡
提
輩　

以
何
因
縁　

無
有
善
法　

善
男
子　

一
闡
提
輩　

断
善
根　

故
衆

生　

悉
有
信
等  
五
根
而　

　
　
　
　
　 

一
闡
提
輩　

永
断
滅　

以
是
義
故　

殺
害
蟻
子　

猶
得
殺
罪　

殺
一
闡
提　

無

有
殺
罪

　

右
の
通
り
、『
霊
異
記
』
と
『
涅
槃
経
』
は
「
故
」
の
一
字
を
除
い
て
一
致
す
る
。
で
は

な
ぜ
「
一
闡
提
の
殺
害
」
が
罪
に
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
『
涅
槃
経
』
そ
の
も

の
を
考
え
て
ゆ
く
。

　

ま
ず
仏
教
経
典
を
扱
う
際
に
、
問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
で
発
し
た
「
仏
教
」

の
主
人
公
は
「
シ
ャ
カ
族
の
王
子
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ル
ダ
ッ
タ
（gotam

a  sidadahattha

）」
な

の
で
あ
る
が
、
パ
ー
リ
語
あ
る
い
は
雅
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
よ
り
、
漢
訳
さ
れ
る
際

に
、そ
の
意
味
を
取
り
「
目
覚
め
た
（
悟
っ
た
）
人
」
と
い
う
（budadaha
）
と
し
て
「
仏
陀
」

と
訳
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
「
仏
」
と
な
り
、
経
典
の
出
だ
し
は
、
先
の
『
涅
槃
経
』
や
『
法

華
経
』
な
ど
全
て
「
如
是
我
聞　

一
時
仏
在
」
と
い
う
形
で
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実

は
こ
れ
ら
「
経
典
」
の
、
本
文
中
で
は
「
仏
」
で
は
な
く
「
世
尊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
そ
の
ほ
か
に
も
「
釈
尊
」「
釈
迦
」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
、あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
「
応

供
・
明
行
足
・
善
逝
・
世
間
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
」
と
い
う
の
も
皆
同
様
で

あ
る
。
こ
れ
は
人
間
「
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ル
ダ
ッ
タ
」
が
悟
り
を
開
い
て
後
「
仏
陀
」
と
な
り
、

死
後
四
〜
五
〇
〇
年
を
経
て
、「
人
間
仏
陀
」
よ
り
永
遠
の
生
命
を
有
す
る
「
仏
」
へ
と
大

き
く
変
貌
し
た
の
が
第
一
の
要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
・
日
本
へ
と
伝
わ
る
北
伝
仏
教
そ

の
も
の
が
、
小
乗
か
ら
大
乗
へ
と
変
質
し
て
行
く
途
中
で
、「
仏
」
の
持
つ
大
い
な
る
「
属
性
」

が
「
仏
性
」
と
い
う
概
念
へ
と
、
昇
華
さ
れ
て
行
く
の
に
従
っ
て
、
そ
の
「
属
性
」
を
強
調

し
た
諸
々
の
「
仏
名
」
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
夫
々
の
「
仏
名
」
は
、
そ
の
属
性
を
強

調
し
て
、
そ
の
場
面
毎
に
即
し
て
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
本
論
は
「
仏
教
」
そ

の
も
の
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
の
と
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
は
「
過
去
七
仏
（
い
ま
悟
り
を

開
い
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ル
ダ
ッ
タ
と
、
そ
れ
以
前
に
悟
り
を
開
い
た
六
仏
）」
も
関
係
し
て

く
る
の
で
、「
仏
陀
」「
仏
」
の
使
用
は
混
乱
を
招
く
心
配
も
あ
り
、
容
易
な
使
用
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
厳
密
に
は
「
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ル
ダ
ッ
タ
」
あ
る
い
は
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
」

と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
な
「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
表

す
こ
と
と
す
る
。（
原
始
『
涅
槃
経
』（
大
パ
リ
ニ
ッ
パ
ー
ナ
経
）
中
村
元
訳
の
題
名
で
も
『
ブ

ッ
ダ
最
後
の
旅
』
と
い
う
表
記
が
さ
れ
て
お
り
、取
り
あ
え
ず
の
混
乱
を
避
け
る
の
に
は
「
ブ

ッ
ダ
」
で
良
し
と
す
る
）

　

仏
教
経
典
に
は
、
文
章
を
残
さ
な
か
っ
た
「
ブ
ッ
ダ
」
の
、
生
前
の
「
語
り
」
を
、
記
憶

に
と
ど
め
た
人
々
が
書
き
残
し
た
「
原
始
経
典
」
と
、
紀
元
前
後
に
始
ま
る
「
大
乗
仏
教
」

に
よ
る
「
永
遠
の
命
を
持
つ
ブ
ッ
ダ
」
が
語
る
「
創
作
経
典
」
と
の
二
種
類
の
「
経
典
」
が

存
在
す
る
。『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
も
、
実
は
二
種
類
の
「
涅
槃
経
』
が
あ
り
「
原
始
経
典
」

に
属
す
る
『
涅
槃
経
』
が
先
の
『
大
パ
リ
ニ
ッ
パ
ー
ナ
経
』
で
あ
り
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
は
、
正
式
に
は
『
大
般
涅
槃
経
』
と
言
い
、
時
に
『
大
乗
涅
槃
経
』

と
も
言
わ
れ
る
が
、
人
間
「
ブ
ッ
ダ
」
が
語
っ
た
「
説
法
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
大

乗
仏
教
」
の
「
永
遠
の
命
を
持
っ
た
ブ
ッ
ダ
」
が
生
み
出
し
た
創
作
上
の
「
教
説
」
で
あ
り
、

厳
密
な
意
味
で
の「
偽
経
」で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。（
補

注
５
）

　
『
涅
槃
経
』
の
原
本
。
つ
ま
り
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
『
涅
槃
経
』

は
現
存
し
て
い
な
い
と
い
う
。
現
存
す
る
の
は
以
下
の
三
種
の
漢
訳
本
で
あ
る
。

①　
『
仏
説
大
般
泥
洹
経
』　

六
巻　

法
顕
・
仏
駄
跋
陀
羅
共
訳　
（
東
晋
時
代
）
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②　
『
大
般
涅
槃
経
』　

四
〇
巻　

曇
無
識
訳　
　
（
北
涼
時
代
）

③　
『
大
般
涅
槃
経
』　

三
六
巻　

慧
厳
な
ど
訳　
（
宋
時
代
）

　

時
代
順
に
並
べ
て
あ
る
が
、
②
と
③
は
内
容
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
段
組
構
成
が

違
う
だ
け
で
あ
る
。
①
は
②
の
前
段
五
巻
分
に
相
当
す
る
部
分
訳
で
あ
る
。
日
本
に
伝
わ
っ

た
の
は
②
で
あ
り
、
現
在
『
涅
槃
経
』
と
言
え
ば
「
北
本
」
と
し
て
、
日
本
の
み
で
は
な
く

中
国
で
も
、
②
を
示
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
今
回
の
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、
台
湾
に
て
出
版

の
②
「
北
本
」
を
使
用
す
る

（
9
）。

　
『
涅
槃
経
』
は
文
中
に
一
ヶ
所
「
先
の
法
華
経
」
と
あ
る
よ
う
に
『
法
華
経
』
の
後
に
書

か
れ
た
「
経
典
」
で
あ
る
と
と
も
に
、『
法
華
経
』
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
経

典
」
で
あ
る
。
共
に
「
経
」
の
説
く
と
こ
ろ
は
「
仏
性
の
自
覚
に
よ
る
救
済
」
な
の
だ
が
、「
方

便
」
と
し
て
の
「
比
喩
」
で
の
「
説
法
（
語
り
）」
の
多
さ
も
共
通
し
て
お
り
、
誤
解
を
恐

れ
ず
に
言
え
ば
、
い
わ
ば
「
分
か
り
易
い
・
経
典
類
」
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た

だ
し
共
に
長
編
の
「
経
典
」
で
あ
り
、
現
在
で
は
『
法
華
経
』
は
解
説
本
や
対
訳
本
な
ど
も

多
数
出
版
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
読
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
と
『
涅
槃
経
』
に
つ

い
て
は
、
名
前
は
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
は
い
な
い
の
が
実
情
で
あ

る
。
現
在
日
本
国
内
で
入
手
可
能
な
漢
訳
本
は
「
大
正
蔵
」
版
で
し
か
な
く
、
現
代
語
訳
は

完
訳
で
『
ブ
ッ
ダ
臨
終
の
説
法
』
全
四
巻　

田
上
太
秀
・
大
蔵
出
版
（
１
９
９
６
）
が
あ
る

の
み
で
、
他
は
全
て
抄
訳
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
完
訳
本
で
あ
る
田
上
版
は
、
原
文
（
漢
文
）

読
み
下
し
を
主
と
す
る
対
訳
本
で
は
な
く
、
ま
た
仏
教
用
語
を
す
べ
て
現
代
語
に
置
き
換
え

た
意
訳
本
で
あ
る
。
論
文
記
述
上
、
誤
解
を
避
け
正
確
性
を
保
つ
た
め
、
以
下
『
涅
槃
経
』

の
引
用
の
部
分
は
、
そ
の
よ
う
な
事
由
に
よ
り
「
原
文
」
に
て
の
引
用
、
あ
る
い
は
「
平
久

江
の
読
み
下
し
」
で
行
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
『
涅
槃
経
』
の
思
想
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
根
本
思
想
部
分
を
、
先
行
研
究

を
ふ
ま
え
て
大
き
な
視
点
で
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

①　
「
仏
身
常
住
」　

　

原
始
『
涅
槃
経
』
で
は
「
ブ
ッ
ダ
」
の
「
死
」
は
、
我
々
人
間
の
「
死
」
と
同
じ
よ
う
に
、

人
と
し
て
の
「
生
命
」
の
終
焉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
大
般
涅
槃
経
』
で
は
ブ
ッ
ダ
は
死
ん

で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。『
大
般
涅
槃
経
』
の
「
大
」
は
「
大
い
な
る
（
マ
ハ
ー
）」、「
般
」

は
「
完
全
な
（
パ
リ
）」、「
涅
槃
」
は
「
解
脱
（
ニ
ッ
パ
ー
ナ
）」
と
な
る
。
解
脱
と
は
通
常

は
「
悟
る
」
と
云
う
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、正
確
に
は
「
因
果
」
あ
る
い
は
「
縁
」

と
言
っ
た
よ
う
な
「
し
が
ら
み
」、
つ
ま
り
「
輪
廻
」
か
ら
の
「
脱
却
」
を
指
す
の
で
あ
る
。

最
終
段
階
の
「
解
脱
」
と
言
え
ば
、
死
と
い
う
肉
体
の
滅
亡
を
指
す
の
で
は
な
く
、
生
き
続

け
る
肉
体
か
ら
の
「
脱
却
」、す
な
わ
ち
生
身
か
ら
の
煩
悩
を
捨
て
去
る
こ
と
、其
れ
こ
そ
「
涅

槃
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
肉
体
か
ら
離
れ
た
、
あ
る
い
は
肉
体
を
超
越
し
た
「
心
」
が
、

静
か
に
瞑
想
し
（
止
）、
衆
生
の
「
生
・
老
・
秒
・
死
」
を
映
し
出
し
（
観
）、
そ
う
い
う
ス

テ
ー
ジ
を
経
て
後
に
、
慈
悲
を
以
て
衆
生
へ
の
救
済
に
向
か
う
「
ブ
ッ
ダ
」
の
姿
を
語
っ
た

「
経
」
が
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
で
あ
り
、
永
遠
の
命
を
有
す
る
「
ブ
ッ
ダ
」
の
「
仏
身
常
住
」

な
の
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』
の
出
だ
し
の
部
分
「
観
自
在
菩
薩
（
観
音
）
が
深
く
般
若
波

羅
蜜
多
を
行
ず
る
と
き
、
五
蘊
は
皆
空
な
り
と
照
見
し
て
、
一
切
の
苦
厄
を
度
し
給
ふ
」（
平

久
江
）
も
同
様
の
意
と
な
る
。　

　
　
　
　

②　
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

　

有
名
な
語
句
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
根
本
と
も
な
る
、こ
の
教
え
の
初
出
が『
大
般
涅
槃
経
』

で
あ
る
。
人
間
「
ブ
ッ
ダ
」
が
、
眼
に
見
え
る
「
死
」
と
い
う
形
で
「
輪
廻
」
か
ら
の
脱
却

を
は
か
り
、現
実
に
そ
の
姿
を
見
る
事
の
出
来
な
く
な
っ
た
「
ブ
ッ
ダ
」
の
周
辺
に
い
た
人
々

の
、
悲
嘆
や
悲
し
み
は
如
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
か
ら
先
に
、
そ
こ
に
は
「
ブ

ッ
ダ
」
の
云
う
様
な
「
涅
槃
」
の
世
界
が
、
本
当
に
「
凡
夫
の
自
分
た
ち
」
の
為
に
開
か
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
世
界
と
は
偉
大
な
完
成
者
「
ブ
ッ
ダ
」
だ
け
の
世
界
で
は
な

い
の
か
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
不
安
や
恐
れ
が
、
残
さ
れ
た
人
々
の
心
の
内
に
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
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の
不
安
に
対
し
て
，
瀕
死
の
状
態
で
「
ブ
ッ
ダ
」
が
語
っ
た
説
法
の
内
容
が
「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
の
教
え
で
あ
る
。　

　
　
　

迦
葉
、
仏
に
曰
し
て
言
さ
く
「
世
尊
二
十
五
有
に
我
有
り
や
否
や
」
仏
の
言
は
く
「
善

男
子
、
我
と
は
是
れ
如
来
蔵
の
義
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
即
ち
こ
れ
我
の
義
な
り
。

是
の
如
き
の
我
の
義
、
本
よ
り
已
来
、
常
に
無
量
の
為
に
煩
悩
に
覆
は
る
。
是
の
故
に

衆
生
見
る
こ
と
を
得
る
能
は
ず
」（
如
来
性
品
十
二
）

　

人
の
内
（
胎
内
）
に
は
、本
人
は
気
づ
い
て
は
い
な
い
が
、「
如
来
蔵
」
と
も
い
う
べ
き
「
仏

性
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
仏
性
」
の
存
在
に
気
づ
い
て
、
修
行
を
行

え
ば
必
ず
「
ブ
ッ
ダ
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
教
え

は
発
展
し
「
衆
生
即
仏
性　

仏
性
即
衆
生
」（
迦
葉
菩
薩
品
）
と
な
り
「
一
切
衆
生
即
仏
性
」

と
な
っ
て
、
思
想
的
に
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
道
元
禅
師
が
「
一
切
の

衆
生
に
は
悉
く
に
仏
性
が
あ
る
」
と
読
む
べ
き
を
「
一
切
の
衆
生
と
い
う
悉
有
は
仏
性
で
あ

る
」『
正
法
眼
蔵(

仏
性
・
巻)

』（
注
１
０
）
と
一
歩
進
め
て
読
み
替
え
て
い
る
。
こ
れ
は
日

本
天
台
宗
の
「
転
字
釈
」
と
言
わ
れ
る
読
み
方
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、
こ
の
道
元
禅
師

や
親
鸞
聖
人
な
ど
は
恣
意
的
な
（
依
義
不
依
文
）
解
釈
を
施
し
「
断
章
取
義
」
と
い
わ
れ
る
、

日
本
仏
教
の
み
に
許
さ
れ
て
い
る
読
法
を
多
用
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
は「
信
仰
」と「
研
究
」

に
関
わ
る
、
日
本
独
自
の
基
本
的
な
問
題
な
の
だ
が
、
金
岡
秀
友
が
以
下
の
様
に
、
日
本
の

宗
教
研
究
の
現
状
を
批
判
す
る
。

釈
尊
の
直
説
と
思
っ
て
、
実
は
は
る
か
に
後
世
に
成
立
し
た
阿
含
経
の
或
る
部
分
に
固

執
（khuddaka nikaya,sam

yutta nikaya　

な
ど
に
も
以
外
に
新
し
い
部
分
の
混
入
が

あ
る
）
し
た
り
、『
法
華
経
』
や
『
大
乗
涅
槃
経
』
を
仏
陀
最
後
の
説
法
と
信
じ
て
布

教
を
展
開
し
た
り
し
た
ら
、
少
な
く
も
、
批
評
的
傾
向
を
有
し
思
想
史
的
理
解
を
重
ん

ず
る
ひ
と
に
対
す
る
説
得
は
絶
望
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
11
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
仏
教
研
究
の
場
合
は
「
信
仰
」
と
「
研
究
」
が
厳
密
に
分
離
さ
れ

る
こ
と
な
く
、「
宗
教
学
」
で
な
く
「
宗
門
学
」
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
常
に
問
題
な
の

で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
未
だ
日
本
の
仏
教
研
究
が
、
世
界
水
準
の
仏
教
研
究
と
は
、
な

り
え
な
い
根
幹
の
原
因
な
の
で
あ
る

　

歴
史
的
に
見
れ
ば
「
仏
像
」
が
発
生
し
た
の
も
こ
れ
ら
「
大
乗
仏
典
」
が
書
か
れ
た
こ
ろ

と
さ
れ
て
い
る
。
人
間
「
ブ
ッ
ダ
」
は
「
偶
像
」
の
崇
拝
を
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
永
遠

の
命
を
持
つ
「
ブ
ッ
ダ
」
な
ら
ば
、
眼
に
は
見
え
ず
（
法
身
）
と
は
い
え
、
我
ら
衆
生
と
共

に
い
る
は
ず
（
応
身
）
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
象
徴
と
し
て
の
「
応
身
」
の
「
ブ
ッ
ダ
」
を
「
礼

拝
」
す
る
こ
と
は
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
仏
像
が
作

ら
れ
「
仏
像
礼
拝
の
信
仰
」
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、こ
の
『
霊

異
記
』
中
に
お
い
て
「
仏
像
破
壊
」
を
語
る
部
分
で
『
涅
槃
経
』
が
登
場
す
る
の
は
、
当
然

と
言
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

③　
「
一
闡
提
成
仏
」

　

こ
の
『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
、古
来
よ
り
問
題
に
な
る
部
分
で
あ
る
。
特
に
明
治
以
降
「
仏

典
」
の
近
代
的
手
法
に
よ
る
宗
教
学
的
研
究
を
進
め
る
中
で
、
大
乗
経
典
類
の
中
で
も
、
最

も
大
乗
的
な
こ
の
『
涅
槃
経
』
の
、
根
幹
思
想
で
あ
る
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
概

念
は
、
近
代
人
に
と
っ
て
も
革
命
的
な
思
想
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
故
、
二
千

年
も
以
前
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
「
思
想
」
が
生
ま
れ
、
そ
の
中
で
「
除
一
闡
提
」
と
い
う

例
外
を
作
り
、（
菩
薩
品
）
以
下
で
何
度
も
繰
り
返
し
、
終
末
に
近
い
（
迦
葉
品
）
部
分
で

は
「
殺
一
闡
提
、
無
有
殺
罪
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
の
か
。『
涅
槃
経
』
を
語
る
上
で
絶
対

に
避
け
て
通
れ
ぬ
問
題
で
あ
る
。　
　
　
　

　

し
か
し
な
が
ら
、
研
究
者
の
立
場
で
は
な
く
、
信
仰
者
の
立
場
か
ら
は
以
下
の
様
な
見
解

も
あ
る
こ
と
を
、
先
に
記
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
著
者
は
「
生
長
の
家
」
の
指
導
者
「
谷
口
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雅
春
」
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
も
終
り
に
近
づ
い
た
「
迦
葉
菩
薩
品
二
十
四
之
一
」
に
「
一
切
衆
生
こ
と

ご
と
く
仏
性
あ
り
」
の
前
説
に
反
し
て
、
仏
性
を
備
へ
ざ
る
〈
一
闡
提
〉
と
い
ふ
部
類

に
属
す
る
人
間
が
あ
る
と
釈
尊
は
説
か
れ
て
、「
全
人
類
悉
く
神
の
子
で
あ
る
」
と
説

く
「
生
長
の
家
」
の
教
説
と
真
っ
向
か
ら
対
立
背
反
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の

扱
い
に
困
っ
て
（
略
）
そ
の
信
仰
を
失
は
し
め
る
よ
う
な
教
説
を
、
た
と
ひ
そ
れ
が
釈

尊
が
入
滅
直
前
本
当
に
そ
の
よ
う
に
お
説
き
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
私
が
私
の

著
書
の
中
に
入
れ
、
多
く
の
読
者
に
そ
ん
な
謬
説
を
ふ
り
ま
い
て
、
今
ま
で
の
正
し
い

信
仰
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。（
略
）
読
者
又
は
信
者
の
「
信
」
を

分
裂
さ
せ
た
り
動
揺
せ
し
む
る
如
き
教
説
は
、
た
と
ひ
そ
れ
ら
が
仏
説
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ら
を
切
り
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
意
味
で
、
私
は
「
迦
葉

菩
薩
品
二
十
四
之
一
」
以
下
を
削
除
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る

（
12
）。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
信
仰
者
の
立
場
と
研
究
者
の
立
場
の
違
い
を
含
め
て
、
後
に
改
め
て

考
察
す
る
が
、「
一
闡
提
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
記
し
て
行
く
。
ま
ず
「
一
闡
提
」

に
つ
い
て
『
仏
教
辞
典
』
で
は
、
こ
う
解
説
す
る
。

一
闡
提　
　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語icchan-tika

に
相
当
す
る
音
写
。
略
し
て
〈
闡
提
〉

と
も
い
う
。〈
断
善
根
〉〈
信
不
具
足
〉
な
ど
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
意
訳
で

あ
る
。
字
義
ど
お
り
に
は
、（
欲
求
す
る
人
）
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
、
現
世
の
欲
望

を
追
求
す
る
人
々
を
さ
す
が
仏
典
の
用
例
で
は
、
因
果
・
業
報
・
来
世
を
信
ぜ
ず
、
仏

の
所
説
に
し
た
が
わ
ず
、正
法
を
誹
謗
し
て
成
仏
の
縁
を
欠
く
も
の
を
い
う
。　
『
岩
波
・

仏
教
辞
典
』

　

そ
れ
で
は
具
体
的
な
形
で
『
涅
槃
経
』
自
体
は
「
一
闡
提
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、
著
作
者
は
複
数
で
あ
り
『
涅
槃
経
』

自
体
が
、各
著
作
者
の
思
想
を
統
一
す
る
こ
と
な
く
、そ
の
ま
ま
の
形
で
合
本
な
さ
れ
た
「
経
」

で
あ
る
、
と
い
う
研
究
結
果
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
一
闡
提
」
の
規
定
が
は
っ

き
り
し
て
お
ら
ず
、
混
乱
し
た
ま
ま
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
最
終
に
至
る
ま
で
概
念
と
し
て

確
定
さ
れ
た
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
一
例
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
一
闡
提
」

の
使
用
用
例
を
並
べ
て
、
都
度
そ
の
意
味
を
類
推
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
記
述

さ
れ
て
い
る「
一
闡
提
」の
使
用
例
は
七
例
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
が
、〈
信
心
を
持
た
な
い
者
〉〈
巧

み
な
方
便
を
使
え
ぬ
も
の
〉〈
精
進
を
続
け
ら
れ
ぬ
者
〉〈
記
憶
を
維
持
で
き
ぬ
者
〉〈
注
意

を
保
て
ぬ
者
〉〈
智
慧
を
も
た
ぬ
者
〉〈
無
常
に
つ
い
て
善
法
を
知
ら
ぬ
者
〉
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
特
に
こ
の
中
で
は
〈
信
心
を
持
た
な
い
者
〉
に
つ
い
て
の
記
述
が
圧
倒
的
に
多
い
の

だ
が
、
詳
細
に
『
涅
槃
経
』
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、
最
終
的
に
は
「
一
闡
提
」
の
問
題
は
、

こ
の
〈
信
心
〉
に
行
き
着
く
。
以
下
一
例
を
あ
げ
る
。

善
男
子
、
閻
浮
提
内
の
衆
生
に
二
つ
有
り
、
一
に
は
有
信
、
二
に
は
無
信
な
り
。
有
信

の
人
は
可
治
と
名
づ
く
、
何
を
以
て
の
故
に
、
定
ん
て
涅
槃
瘡
疣
な
き
が
故
に
。
是
の

故
に
我
、
閻
浮
提
の
諸
々
の
衆
生
を
治
し
已
（
お
わ
）
る
、
と
説
く
。
無
信
の
人
は
一

闡
提
と
名
づ
く
、一
闡
提
と
は
不
可
治
と
名
づ
く
。
一
闡
提
を
除
き
て
悉
く
治
し
已
（
お

わ
）
る
。（
四
相
品
第
七
之
下
）

　

こ
の
よ
う
に
「
信
」
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
別
の
個
所
で
は
「
菩
提
心
」
と
い
う
語
句
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
「
大
乗
的
」
な
語
句
で
、
理
解
が
容
易
で
あ
る
故
、

以
下
「
用
語
」
と
し
て
特
殊
な
問
題
に
遭
遇
せ
ぬ
限
り
「
菩
提
心
」
で
記
す
。
な
お
仏
教
用

語
自
体
が
そ
れ
を
専
門
と
す
る
者
以
外
に
は
、
一
般
的
で
な
い
の
で
以
下
に
『
仏
教
辞
典
』

で
の
解
説
を
附
す
。

菩
提
心　
　

bodhi　
titta 〈

道
心
〉〈
道
意
〉〈
道
念
〉〈
覚
意
〉
と
も
い
う
。〈
無
上
道
心
）

〈
無
上
道
意
〉
の
訳
語
も
あ
る
。
悟
り
（
菩
提
）
を
求
め
る
心
、
悟
り
を
得
た
い
と
願

272

Hosei University Repository



う
心
な
ど
の
意
味
。
一
般
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
の
略
語
と
い
う
が
、
そ
れ
に
相

当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
単
語
は
な
く
、「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
（
完
全
な
悟
り
）

へ
向
け
て
心
を
発
す
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
。〈
菩
提
心
〉（
ボ
ー
デ
ィ

チ
ッ
タ
）
は
大
乗
仏
教
特
有
の
用
語
。
特
に
利
他
を
強
調
し
た
求
道
心
を
い
う
。
菩
提

心
は
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の
唯
一
の
心
で
、
一
切
の
誓
願
を
達
成
さ
せ
る
威
神
力
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
た
。
密
教
で
は
す
べ
て
の
美
徳
の
成
立
す
る
根
本
心
と
し
た
。『
岩
波
・
仏

教
辞
典
』　

　

で
は
『
涅
槃
経
』
で
は
「
菩
提
心
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
文

中
に
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。

彼
一
闡
提
雖
有
仏
性
而
為
無
量
罪
垢
所
纏
不
能
得
出
如
蠶
處
繭
以
是
業
縁
不
能
生
於
菩

提
妙
因
流
転
生
死
無
有
窮
已
（
如
来
性
品
第
四
の
六
）

か
の
一
闡
提
に
仏
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
計
り
き
れ
ぬ
罪
と
い
う
垢
に
ま
み
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
蚕
が
繭
の
中
に
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
悪
業
の
縁
の
為
に
、
せ
っ
か
く
の
菩
提
心
を
起
こ
す
チ
ャ
ン
ス
を
失
っ
て
、
い
た

ず
ら
に
生
死
の
繰
り
返
し
行
っ
て
（
涅
槃
）
に
入
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。（
意
訳
・

平
久
江
）

　
『
涅
槃
経
』
中
に
は
「
一
闡
提
」
が
「
ブ
ッ
ダ
」
に
な
れ
る
と
は
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て

は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
悟
り
へ
の
可
能
性
と
し
て
の
「
仏
性
」
が
内
に
あ
ろ
う

と
も
、「
菩
提
心
」
を
起
こ
さ
ね
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
一
闡
提
」
で
あ
り
、
悟
り
へ

の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
「
ブ
ッ
ダ
」
に
な
れ
る
可
能
性
は
全
く
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
「
菩
提
心
」
と
は
、
ま
さ
に
先
の
引
用
文
の
繭
の
外
に
出
る
こ
と
を
望

ん
だ
時
に
発
す
る
、
最
初
の
思
い
と
し
て
の
「
願
」、
す
な
わ
ち
「
発
心
」
で
あ
ろ
う
。
そ

の
為
に
は
自
身
が
繭
の
中
に
入
る
こ
と
を
確
信
し
、
自
身
が
な
ぜ
そ
こ
に
居
ら
ね
ば
な
ら
な

い
か
の
「
自
省
」
が
ま
ず
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
悪
業
を

重
ね
た
「
一
闡
提
」
そ
の
も
の
の
罪
人
で
も
、「
自
省
」
の
上
に
、
も
し
「
菩
提
心
」
を
起

こ
す
こ
と
へ
の
最
初
の
願
い
で
あ
る
「
発
心
」
を
起
こ
し
得
た
な
ら
ば
、
悟
り
へ
の
道
は
開

け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
ま
で
は
、あ
く
ま
で
も
後
に
述
べ
る「
五
性
各
別
」

の
う
ち
の
第
四
の
段
階
の
「
仏
に
成
れ
る
か
、成
れ
ぬ
か
、ま
っ
た
く
不
定
の
段
階
」
に
昇
る
、

そ
の
為
の
準
備
が
整
っ
た
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
万
一
「
仏
」
に
成
れ
る
に
し
て
も
、
よ
う

や
く
そ
の
た
め
の
「
修
行
」
と
い
う
、
永
遠
に
近
い
時
間
を
要
す
「
悟
り
へ
の
道
」
へ
の
、

最
初
の
ス
タ
ー
ト
の
位
置
に
付
い
た
だ
け
と
い
う
程
度
の
立
場
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
理
解
が
進
め
ば
、
中
世
期
に
お
け
る
「
鎌
倉
新
仏
教
」
へ
の

大
転
換
へ
の
契
機
と
な
っ
た
「
法
然
」「
親
鸞
」
の
説
く
、「
悪
人
正
機
」
の
世
界
ま
で
は
、

あ
と
一
歩
で
は
な
か
ろ
う
か
。
良
き
人
よ
り
も
、犯
し
た
罪
の
多
さ
や
重
さ
に
お
い
て「
往
生
」

へ
の
最
遠
方
の
位
置
に
居
る
悪
人
と
し
て
の
自
分
の
愚
か
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
。
ま
さ
に
繭

の
中
の
蚕
が
、
そ
の
繭
を
破
り
さ
え
す
れ
ば
「
一
闡
提
」
の
身
か
ら
ひ
と
ま
ず
逃
れ
ら
れ
る

よ
う
に
、
こ
の
中
世
の
「
末
法
」
と
い
う
、
仏
の
救
済
が
途
絶
え
た
と
い
う
汚
辱
の
時
代
の

中
で
、
悪
行
の
真
っ
只
中
に
い
る
罪
人
が
、
救
い
を
求
め
る
そ
の
「
瞬
間
」
こ
そ
が
問
題
な

の
で
あ
る
。
罪
人
が
自
身
の
罪
を
「
自
省
」
し
、
本
来
な
ら
ば
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
身
で

あ
る
事
を
「
自
覚
」
し
つ
つ
も
、
な
お
も
救
済
を
求
め
る
視
点
を
「
ブ
ッ
ダ
」
に
向
け
た
、

そ
の
瞬
間
こ
そ
が
「
発
心
」
な
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
法
然
上
人
が
「
罪
は
十
悪
五
逆
の
者
も
生
ま
る
と
信
じ
て
、
小
罪
を
も
犯
さ
じ
と

思
う
べ
し
。
罪
人
な
お
生
ま
る
況
や
善
人
を
や
」（『
一
紙
小
消
息
』）、
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人

が
「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」（『
歎
異
抄
』）
と
し
て
語
っ
た
、

有
名
な
こ
れ
ら
の
部
分
を
今
一
度
整
理
し
て
お
き
た
い
。「
善
人
」
な
ら
ば
功
徳
を
積
ん
で

い
る
分
「
往
生
」
へ
の
障
害
は
「
悪
人
」
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
「
往
生
」

す
る
の
は
「
善
人
」
が
先
で
あ
り
、
先
の
「
一
闡
提
」
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
「
悪
人
」

に
は
「
往
生
」
の
機
縁
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
往
生
」
に
一
番
遠
い
場
所
に
い
る
「
悪
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人
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
救
い
の
機
縁
さ
え
無
い
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
救
わ
れ
た
い

と
思
う
気
持
ち
は
「
善
人
」
よ
り
も
、
強
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
救
わ
れ
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
「
菩
提
心
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
な
る
の
だ
が
、「
菩
提
心
」
の

強
さ
に
お
い
て
「
善
人
」
と
「
悪
人
」
が
、
救
済
上
で
の
立
場
が
逆
転
す
る
の
で
あ
る
。
救

う
立
場
の
「
仏
」
こ
の
場
合
は
「
阿
弥
陀
仏
」
な
の
だ
が
、「
菩
提
心
」
の
強
さ
に
お
い
て
、

救
済
の
順
を
決
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
悪
人
」
が
そ
の
犯
し
た
罪
の
重
さ
の
為
に
、
あ
る

い
は
救
済
な
ど
望
む
術
も
な
い
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
発
す
る
「
菩
提
心
」
の
強
さ
は
「
善
人
」

よ
り
も
勝
る
分
、「
往
生
」
は
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
悪
人
」
で
あ

れ
と
い
う
教
え
で
は
な
く
、
救
済
を
求
め
る
為
だ
け
の
「
善
行
」
や
「
功
徳
」
を
戒
め
た
も

の
で
あ
り
、「
阿
弥
陀
仏
」
に
対
し
て
「
絶
対
の
信
頼
」
こ
そ
が
、
全
て
に
勝
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
悪
人
」
の
絶
望
の
淵
と
い
う
世
界
か
ら
の
、か
す
か
な
救
済
へ
の
熱
望
が
「
自
省
」

と
い
う
己
自
身
を
見
つ
め
る
事
を
本
と
し
、
己
自
身
の
有
り
様
を
「
自
覚
」
し
た
時
、
も
し

そ
こ
に
「
発
心
」
と
い
う
「
菩
提
心
」
が
生
ま
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
「
阿
弥
陀
仏
」
の
慈
悲
に

よ
り
「
必
ず
救
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
涅
槃
経
』
の
「
一
闡
提
」
も
、
親
鸞
聖

人
の
言
う
「
悪
人
」
も
、
救
済
を
見
据
え
た
「
仏
」
の
慈
悲
の
表
れ
に
他
な
ら
ぬ
と
言
う
こ

と
に
な
る
。
偶
然
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
転
用
し
た
の
か
分
か
ら
ぬ
が
、
浄
土
三
部
経

中
の
『
無
量
寿
経
』
の
一
節
に
、『
涅
槃
経
』（
如
来
性
品
第
四
の
六
）
の
一
節
と
非
常
に
似

通
っ
た
部
分
が
あ
る
。
併
せ
て
記
す
。

『
涅
槃
経
』　　

 

如
来
亦
爾
為
化
衆
生
示
現
制
戒　
　

応
当
如
是
受
持
莫
犯　

作
五
逆
罪
誹
謗
正
法
及
一
闡
提

ブ
ッ
ダ
は
衆
生
を
前
に
し
て
こ
の
よ
う
に
説
法
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

戒
律
を
守
り
そ
れ
を
破
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

と
は
〈
五
逆
を
侵
す
こ
と
〉〈
正
法
を
誹
謗
す
る
こ
と
〉〈
自
ら
が
一
闡

提
に
な
る
こ
と
〉
こ
れ
ら
で
あ
る
。（
意
訳
・
平
久
江
）

『
無
量
寿
経
』　 

摂
我
得
仏　

十
方
衆
生　

至
心
信
楽　

欲
生
我
国　

乃
至
十
念　

若
不

生
者　

不
取
正
覚　

唯
除
五
逆　

誹
謗
正
法

（
13
）　

私
（
法
蔵
菩
薩
）
が
仏
（
阿
弥
陀
如
来
）
に
な
る
時
に
、
全
て
の
衆
生

が
心
を
正
し
て
、
私
の
い
る
国
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

十
回
の
念
仏
を
唱
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
若
し
こ
の
条
件
が
認
め
ら
れ
な

い
の
な
ら
ば
、
私
は
「
阿
弥
陀
如
来
」
と
は
な
ら
ぬ
。
た
だ
し
五
逆
を

犯
す
者
と
、
正
法
を
誹
謗
す
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。（
意
訳
・

平
久
江
）

　

ち
な
み
に
『
無
量
寿
経
』
の
こ
の
部
分
は
、
浄
土
系
の
宗
派
（
中
国
も
含
む
）
で
最
も
重

要
と
さ
れ
る
。
部
分
で
「
弥
陀
の
本
願
」
あ
る
い
は
「
王
本
願
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
阿

弥
陀
如
来
」
の
前
身
で
あ
る
「
法
蔵
菩
薩
」
が
、
菩
薩
の
身
か
ら
、
如
来
に
な
る
こ
と
を
約

束
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
達
成
さ
れ
た
な
ら
ば
「
如
来
」
に
な
る
だ
ろ
う
と
言

っ
て
示
し
た
四
十
八
の
願
の
う
ち
の
十
八
番
目
の
願
で
あ
る
。
中
国
の
善
導
大
師
は
「
法
蔵
」

が
「
阿
弥
陀
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
四
十
八
の
願
は
す
で
に
叶
え
ら
れ
た
の

だ
と
い
う
理
解
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
法
然
上
人
」
が
取
り
入
れ
「
日
本
浄
土
宗
」

が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
こ
こ
の
最
終
部
分
「
唯
除
五
逆　

誹
謗
正
法
」
は
、
浄
土

系
の
宗
派
に
と
っ
て
は
、難
問
中
の
難
問
で
在
り
続
け
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
理
論
上
は
「
阿

弥
陀
」
の
絶
対
救
済
が
あ
る
以
上
、
救
わ
れ
ぬ
者
は
、
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
例
外
が

存
在
す
る
余
地
は
あ
り
得
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
解
決
さ
れ
ぬ
問
題

と
し
て
、
意
図
的
な
読
み
飛
ば
し
や
、
先
に
あ
げ
た
「
断
章
取
義
」
的
な
読
み
方
を
現
代
に

ま
で
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
こ
の
部
分
を
『
涅
槃
経
』
の
「
一
闡
提
」
の
「
菩
提
心
の
発
心
」、あ
る
い
は
「
仏

の
慈
悲
の
表
れ
」
と
し
て
、
併
せ
て
読
む
な
ら
ば
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。「
五
逆
を
誹
謗
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す
る
者
」。『
涅
槃
経
』
で
は
先
に
罫
線
で
示
し
た
「
作
五
逆
罪
誹
謗
正
法
及
一
闡
提
」
で
あ

る
が
、「
繭
」
の
喩
え
を
読
み
解
け
ば
、
救
い
の
道
は
「
残
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ま

た
同
じ
く
『
無
量
寿
経
』
の
先
の
罫
線
部
分
「
唯
除
五
逆　

誹
謗
正
法
」
と
て
も
『
涅
槃
経
』

の
「
繭
」
の
喩
え
を
考
え
れ
ば
、
法
然
・
親
鸞
の
言
う
よ
う
に
「
誹
謗
正
法
を
な
す
悪
人
」

と
て
も
「
救
済
」
の
道
は
開
け
て
お
り
、
本
人
自
身
が
自
覚
せ
ず
と
も
「
阿
弥
陀
仏
」
に
よ

っ
て
、
実
は
救
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
救
済
を
考
え
る
上
で
は
、『
涅
槃
経
』『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
救
済
へ
の
「
例
外

規
定
」
は
、
一
見
不
可
解
な
「
文
言
」
と
は
言
う
も
の
の
、
仏
の
慈
悲
が
あ
え
て
右
の
よ
う

な
き
つ
い
表
現
を
さ
せ
た
の
だ
と
読
み
解
け
ば
、
全
て
が
理
解
で
き
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

何
よ
り
も
、『
涅
槃
経
』
の
「
繭
」
の
喩
え
に
あ
る
よ
う
に
、
蚕
が
繭
の
中
に
永
遠
に
留
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
繭
を
破
っ
て
空
を
飛
翔
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
に
記
し
た
『
涅
槃
経
』
理
解
を
も
と
に
、
改
め
て
『
霊
異
記
』
中
巻

二
十
二
縁
を
見
て
ゆ
く
。
最
初
に
登
場
す
る
人
物
が
姓
名
不
詳
の
、
銅
の
延
べ
板
作
り
の
盗

人
だ
が
、
こ
の
時
代
の
混
乱
を
表
わ
す
よ
う
に
、
こ
の
登
場
人
物
が
仏
像
を
破
壊
し
て
売
ろ

う
と
し
た
銅
板
は
「
贋
金
」
の
私
鋳
に
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
に
贋
金
私
鋳
は
広

く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
た
件
数
が
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、

天
平
時
代
に
限
っ
て
も
十
二
件
確
認
で
き
る
と
い
う

（
14
）。

　

こ
の
盗
人
が
尽
恵
寺
の
仏
像
を
盗
み
出
し
、
そ
の
身
体
を
分
断
し
て
鋳
直
そ
う
と
し
て
い

た
。
し
か
し
「
痛
き
か
な
、
痛
き
か
な
」
と
い
う
怪
し
げ
な
叫
び
を
聞
い
た
通
り
が
か
り
の

人
が
お
り
、
不
審
に
思
っ
て
声
の
主
を
探
し
た
結
果
、
こ
の
悪
行
を
発
見
し
、
こ
の
盗
人
を

捕
え
捕
縛
す
る
。
し
か
し
盗
ま
れ
た
仏
像
は
す
で
に
損
壊
が
激
し
く
進
ん
で
お
り
、
修
理
も

適
わ
ず
弔
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
話
は
、
生
き
物
で
な
い
銅
製
の
仏
像
が
声

を
上
げ
た
と
い
う
「
霊
異
譚
」
な
の
で
あ
る
が
、『
霊
異
記
』
の
基
本
構
造
で
あ
る
「
善
悪

現
報
」
の
ル
ー
ル
か
ら
は
多
少
外
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
仏
像
を
盗
む
の
も
、

そ
れ
を
鋳
直
し
て
偽
金
用
の
延
べ
板
を
作
る
の
も
、
立
派
な
悪
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
悪
が
何
か
特
別
な
因
縁
譚
と
し
て
話
が
進
む
の
で
あ
れ
ば
、「
霊

験
譚
」
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
此
処
で
は
「
仏
像
が
声
を
上
げ
た
」
と
い
う
こ

と
だ
け
が
霊
異
な
の
で
あ
る
。「
霊
異
譚
」
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
寸
断
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
不
思
議
な
声
を
発
す
る
の
は
仏
像
自
身
で
あ
り
、
何
故
生
き
物
で
な
い
銅
製
の

仏
像
が
声
を
上
げ
る
の
か
と
い
う
疑
問
点
を
、作
者
景
戒
は
「
そ
れ
が
仏
像
で
あ
る
か
ら
」「
仏

像
は
聖
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り

も
「
霊
異
」
を
表
し
た
仏
像
自
体
は
損
壊
し
て
、
そ
の
後
に
信
仰
の
対
処
か
ら
は
外
れ
、
不

遜
な
表
現
で
あ
り
、
推
測
と
い
う
断
り
を
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
廃
棄

処
分
と
さ
れ
鋳
直
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
悪
人
が
悪
を
行
い
、
そ
れ
の
結
果
、

捕
縛
さ
れ
罰
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
仏
像
が
声
を
上
げ
た
の
は
「
悪
を

懲
ら
し
め
よ
」
あ
る
い
は
「
盗
人
を
捕
ら
え
よ
」
と
言
う
た
め
に
声
を
上
げ
た
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
後
、
こ
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
尽
恵
寺
の
僧

や
檀
越
が
集
い
、
こ
の
像
を
弔
っ
た
後
、
こ
の
盗
人
を
罰
す
る
こ
と
な
く
解
き
放
つ
の
で
あ

る
。
結
局
の
と
こ
ろ
全
体
を
通
し
て
、「
仏
像
が
声
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
へ
の
意
味
付
け
が
、

非
常
に
弱
い
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
編
は
お
世
辞
に
も
出
来
が
良
い
と
は
言
え
ず
、
た
だ
の
「
霊
異
」
な
話
で
終

わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
此
処
で
は
「
唱
導
」
の
テ
ー
マ
と
し
て
、作
者
は
何
が
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
思
う
次
第
で
あ
る
が
、
文
中
に
僧
や
檀
越
ら
が
集
い
悲
し
み
「
尊
像
寺
に
有
せ
ば
、
像
を

以
っ
て
師
と
す
。
今
滅
び
し
よ
り
は
後
は
、
何
を
以
て
か
師
と
せ
む
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。

先
に
記
し
た
が
、初
期
仏
教
あ
る
い
は
原
始
仏
教
と
呼
ん
で
い
い
の
だ
が
、生
身
の
「
ブ
ッ
ダ
」

は
死
後
の
自
身
を
含
め
て
「
偶
像
の
崇
拝
」
を
許
さ
な
か
っ
た
。
た
だ
紀
元
前
後
に
始
ま
る

北
伝
仏
教
の
大
乗
化
に
伴
い
、
多
く
の
大
乗
経
典
の
作
成
と
、
い
わ
ば
セ
ッ
ト
で
、
永
遠
の
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命
を
有
す
る
「
ブ
ッ
ダ
」
へ
の
憧
れ
と
崇
拝
に
よ
る
、
応
身
仏
と
し
て
の
「
仏
像
崇
拝
」
が

進
行
し
た
の
だ
と
記
し
た
。
こ
の
『
霊
異
記
』
の
部
分
な
ど
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
師

で
あ
る
べ
き
「
ブ
ッ
ダ
」
が
禁
じ
た
、
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
偶
像
崇
拝
で
あ
る
「
仏
像
」

崇
拝
が
、
何
時
の
間
に
か
な
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
「
仏
像
」
そ
の
も
の
が
師
で
あ
る
と
、

見
事
な
ま
で
に
信
仰
形
態
が
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
を
記
し
た
景

戒
も
「
堂
の
壁
を
、
狐
掘
り
て
内
に
入
り
、
仏
座
の
上
に
屎
矢
り
穢
し
」（
下
巻
三
十
八
縁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
像
を
拝
ん
で
い
た
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
日
本
へ
の
仏
教

伝
来
は
「（
欽
明
天
皇
十
三
年
）
冬
十
月
に
、
百
済
の
聖
明
王
、
更
の
名
は
聖
王
。
西
部
姫

氏
達
率
怒
唎
斯
致
契
等
を
遣
し
て
、
釈
迦
仏
の
金
銅
像
一
躯
・
幡
蓋
若
干
・
経
論
若
千
巻
を

献
る
」（『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
一
三
年
）
で
あ
り
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
し
て
経
典
と
仏
像

は
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
作
者
景
戒
に
し
て
み
れ
ば
、
仏
教
の
教
え
と
は
、
教
義
を
通
じ
て
の

理
解
や
信
仰
で
は
な
く
、
経
典
や
仏
像
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
経
文
の
教
え
、
そ

れ
に
対
す
る
信
仰
、
と
言
っ
た
非
常
に
単
純
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
「
仏
像
は
聖
な
る
も
の
」「
聖
な
る
も
の
は
奇
瑞
を
お
こ
す
」
と
、
こ
う
も
素

直
に
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
二
十
一
世
紀
の
我
々
が
陥
り
や
す
い
問
題
点
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
す
で
に

我
々
は
「
ブ
ッ
ダ
」
が
紀
元
前
五
百
年
頃
に
生
ま
れ
、
紀
元
前
後
に
大
乗
運
動
と
い
う
仏
教

改
革
が
始
ま
り
、
そ
こ
で
作
成
さ
れ
た
『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
と
い
う
「
経
典
類
」
を
、「
偽

経
」
で
あ
る
と
承
知
し
て
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
如
是
我
聞
（
私
は
こ
う
聞
い
た
）」

で
始
ま
る
経
典
類
は
全
て
「
創
作
」
で
あ
る
と
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

作
者
景
戒
は
「
如
是
我
聞
」
が
「
ブ
ッ
ダ
」
の
説
法
を
、
弟
子
た
ち
が
一
言
も
聞
き
漏
ら
さ

ぬ
よ
う
に
と
苦
労
し
て
書
き
残
し
た
「
直
言
」
と
信
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代

の
我
々
の
屈
折
し
た
信
仰
と
は
違
っ
て
、
よ
り
素
朴
な
「
仏
」
へ
の
信
仰
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
改
め
て
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
景
戒
の
時
代
の
信
仰
が
、
素
朴
な
故
に
現

代
の
信
仰
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
信
仰
の
質
や
形
態
が
変
わ
っ
た
と
し
て

も
「
信
仰
心
」
と
い
う
「
心
」
の
本
質
は
同
じ
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
話
を
進
め
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
中
巻
二
十
二
縁
の
事
件
を
評
し
て
、
作
者
景
戒
は
『
涅
槃
経
』
よ
り
二
則
の
引
用
を

用
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
最
初
に
あ
げ
た
「
婆
羅
門
や
一
闡
提
を
殺
す
こ
と
は
罪
に
非

ら
ず
」
と
い
う
問
題
の
個
所
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
景
戒
は
『
涅
槃
経
』
の
、
こ
の
二
則

の
経
文
抜
書
き
は
、
先
に
『
霊
異
記
』『
涅
槃
経
』
の
、
各
々
の
原
文
を
付
合
せ
た
結
果
を

見
て
も
判
る
通
り
、
そ
の
ま
ま
に
転
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
作
者
景
戒

に
取
っ
て
は
「
ブ
ッ
ダ
」
の
直
言
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
的
真
実
以
外
の

何
物
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
婆
羅
門
や
一
闡
提
を
殺
す
こ
と
」
に
つ
い
て
、

研
究
者
的
視
点
を
以
て
、
作
者
景
戒
へ
の
評
価
は
全
く
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一

部
先
行
研
究
者
の
「
景
戒
の
仏
教
理
解
の
浅
さ
」
や
「
そ
の
程
度
の
仏
教
理
解
」
と
い
う
論
は
、

右
の
近
代
的
理
解
法
の
落
と
し
穴
で
あ
っ
て
、「
ブ
ッ
ダ
の
直
言
」
と
す
る
景
戒
と
は
、
理

解
法
が
そ
も
そ
も
違
う
の
で
あ
っ
て
、
斯
く
の
如
き
の
批
判
は
、
全
く
を
以
て
論
外
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
寺
川
真
知
夫
は
「
お
そ
ら
く
景
戒
は
『
涅
槃
経
』
全
体
を
読

ん
で
こ
の
一
節
を
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
法
相
教
学
を
修
め
る
う
ち
に
、
教
義
の
要
文
集
の

ご
と
き
書
物
か
ら
拾
い
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
前
後
の
脈
絡
を
考
慮
せ
ず
に
、
釈
迦
の

言
葉
と
し
て
素
直
に
用
い
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い

（
15
）」

と
述
べ
た
が
、
景
戒
が
『
涅
槃
経
』
全

文
を
読
ん
だ
か
否
か
、
要
文
集
は
さ
て
お
き
、
釈
迦
の
言
葉
と
し
て
、
何
の
疑
い
も
無
く
素

直
に
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
部
分
は
、
同
感
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
法
相
教
学
に
つ
い
て
も
、
少
々
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

法
相
宗　

唐
代
に
慈
恩
大
師
を
開
祖
と
し
て
成
立
し
た
学
派
。
唯
識
の
立
場
か
ら
諸
法

の
あ
り
方
（
法
相
）
を
究
明
す
る
こ
と
に
努
め
た
た
め
、
法
相
宗
と
称
す
る
。
中
国
で

は
や
が
て
衰
え
た
が
、
朝
鮮
や
日
本
で
は
永
く
盛
ん
で
あ
っ
て
、
特
に
日
本
で
は
南
寺

（
元
興
寺
）
と
北
寺
（
興
福
寺
）
を
中
心
と
し
て
大
い
に
栄
え
た
。
南
都
六
宗
中
で
最
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も
勢
力
の
盛
ん
な
宗
で
あ
り
、
三
乗
説
を
主
張
し
て
一
乗
を
説
く
三
論
宗
や
天
台
宗
と

激
し
い
論
争
を
お
こ
な
っ
た
。『
岩
波
・
仏
教
辞
典
』

　
『
霊
異
記
』
の
各
巻
の
序
文
に
「
諾
楽
右
京
薬
師
寺
沙
門
景
戒
録
」
と
あ
り
、
又
最
終
部

に
お
い
て
「
諾
楽
右
京
薬
師
寺
伝
灯
住
位
僧
景
戒
録
．
但
三
巻
注
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作

者
景
戒
は
こ
の
『
霊
異
記
』
著
作
期
間
中
は
、
常
に
薬
師
寺
に
属
し
て
い
た
と
し
て
問
題
は

あ
る
ま
い
。
右
の
「
仏
教
辞
典
」
に
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
薬
師
寺
も
法
相
を
旨
と
す
る

大
寺
で
あ
る
以
上
、
基
本
的
に
景
戒
も
右
の
三
乗
説
の
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

三
乗
・
一
乗
と
は
、「
乗
」
と
い
う
乗
り
物
に
例
え
た
も
の
で
、
一
乗
と
は
一
つ
の
乗
り
物

に
皆
乗
り
合
わ
せ
て
、
全
て
の
人
が
悟
り
の
世
界
に
向
か
え
る
の
だ
と
い
う
思
想
で
あ
り
、

三
乗
と
は
三
つ
の
乗
り
物
に
、
各
自
の
仏
性
の
あ
り
よ
う
に
合
わ
せ
て
乗
り
込
む
の
で
あ
り
、

悟
り
の
世
界
に
向
か
え
る
も
の
と
、
向
か
え
ぬ
者
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
の
だ
と
い

う
思
想
で
あ
る
。
ま
た
三
乗
と
は
、法
相
宗
独
自
の
教
説
で
あ
る
「
五
性
各
別
説
」
に
お
い
て
、

⑴
声
聞
⑵
独
覚
（
縁
覚
）
⑶
菩
薩
⑷
不
定
性
⑸
無
種
性
（
無
性
）
と
分
け
ら
れ
た
内
の
、
⑴

〜
⑶
ま
で
の
悟
り
の
約
束
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
、
⑷
の
悟
り
へ
の
道
は
あ
る
も
の
の
未
だ
決
定

は
さ
れ
ず
い
る
状
態
の
グ
ル
ー
プ
、
⑸
悟
り
へ
の
機
縁
が
断
た
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
、
そ
れ

ぞ
れ
を
指
し
て
言
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
点
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
法
相
宗
は
『
涅
槃
経
』
を
主

典
と
し
て
扱
い
『
法
華
経
』
を
権
経
と
し
て
扱
う
の
だ
が
、
天
台
宗
で
は
そ
の
逆
で
、『
涅

槃
経
』
を
方
便
の
為
の
権
経
と
し
て
『
法
華
経
』
を
主
典
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
経

典
が
制
作
意
図
や
制
作
時
代
が
近
い
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
『
涅
槃
経
』

中
に
「
先
の
法
華
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、『
法
華
経
』
が
先
に
書
か
れ
『
涅
槃
経
』

が
こ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
両
経
典
が
精
査

さ
れ
た
近
代
宗
教
学
研
究
の
結
果
で
、
両
大
部
の
経
典
中
の
、
た
っ
た
一
か
所
「
先
法
華
」

の
三
文
字
を
ど
れ
だ
け
の
人
々
が
認
識
し
て
い
た
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
景
戒
が

こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
は
思
え
ぬ
し
、
事
実
こ
の
先
に
、
深
く
『
法
華
経
』
に
心
を
傾
け

て
ゆ
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
経
の
成
立
順
は
景
戒
に
と
っ
て
、
何
も
意
味
せ
ぬ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

右
で
確
認
し
た
よ
う
に
『
涅
槃
経
』『
法
華
経
』
は
非
常
に
近
い
関
係
で
あ
る
の
だ
が
、
こ

の
『
霊
異
記
』
中
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
各
縁
ご
と
に
「
経

名
」
の
み
が
引
用
さ
れ
た
縁
数
と
、
本
文
が
引
用
さ
れ
た
経
数
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
し
て
、

複
数
以
上
を
数
値
で
示
す
。

　
　
　
「
経
名
」
が
書
か
れ
た
縁
数

　
　
　
　
　
『
法
華
経
』
十
八　
『
涅
槃
経
』
二　
『
般
若
経
』
三　
『
心
経
』
二　
『
観
音
経
』
二

　
　
　
　
　
『
薬
師
経
』
二

　
　
　
「
本
文
が
引
用
」
さ
れ
た
縁
数

　
　
　
　
　
『
涅
槃
経
』
十　
『
法
華
経
』
四　

善
悪
因
果
経
二

　

明
ら
か
に
『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
が
群
を
抜
い
て
い
る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
両
経
典
が
景
戒
の
属
す
る
法
相
宗
に
お
い
て
重
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、『
霊

異
記
』
に
記
さ
れ
た
数
値
と
い
う
こ
と
ま
で
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
最
も
重
用

さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
経
典
は
こ
の
「
二
経
典
」
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
別
稿
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
両
経
の
「
経
名
」
引
用
と
「
本
文
」
引
用
の
極

端
な
バ
ラ
ン
ス
の
違
い
は
、
独
立
し
た
話
が
多
種
多
様
に
並
ぶ
『
法
華
経
』
と
、
一
説
を
説

明
す
る
の
に
多
様
な
比
喩
を
用
い
る
『
涅
槃
経
』
の
、
編
集
上
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う

で
興
味
を
引
く
。
し
か
し
今
は
こ
こ
に
置
く
。

　

改
め
て
確
認
し
て
行
く
が
、
作
者
景
戒
は
法
相
宗
薬
師
寺
に
属
し
、
本
考
察
の
「
中
巻

二
十
二
縁
」
に
登
場
す
る
仏
像
を
盗
み
破
壊
す
る
罪
人
を
「
仏
敵
の
婆
羅
門
」
あ
る
い
は
「
仏

性
を
持
た
な
い
一
闡
提
」
と
同
様
の
者
、
と
し
て
の
評
価
を
行
い
、「
殺
罪
」
し
て
も
罪
に

な
ら
ず
、
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
も
無
い
と
、
法
相
教
義
に
則
っ
て
断
罪
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
記
し
た
段
階
で
作
者
景
戒
に
は
、
こ
れ
ら
「
殺
罪
」
と
『
涅
槃
経
』
が
説
く
「
一
切
衆

生
悉
有
仏
性
」
と
の
齟
齬
に
は
、
気
づ
い
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
改
め
て
本
稿
の
最
初
に
記
し
た
「
下
巻
三
十
八
縁
」
に
戻
る
。
こ
の
「
三
十
八
縁
」

は
『
霊
異
記
』
著
述
の
最
終
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
景
戒

の
仏
教
理
解
・
信
仰
の
最
終
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
下
巻

三
十
八
縁
」
は
『
霊
異
記
』
中
、
最
も
長
文
の
編
で
あ
り
、
大
き
く
前
段
・
後
段
に
分
け
ら

れ
る
。
前
段
は
「
表
相
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
当
時
の
世
相
を
賑
わ
し
た
事
件
が
、
実

は
俗
歌
や
童
歌
に
よ
っ
て
先
に
予
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
部
分
で
あ
り
、
後
段
が
景
戒

の
信
仰
を
語
る
、
今
回
の
問
題
部
分
で
あ
る
。

　

こ
の
段
の
特
徴
は
、
景
戒
自
身
が
見
た
「
夢
」
に
つ
い
て
、
自
身
が
属
す
る
唯
識
法
相
の

教
義
中
の
「
五
姓
各
別
説
」
に
よ
っ
て
「
夢
解
き
」
を
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
「
夢

解
き
」
の
結
果
が
、
法
相
教
学
か
ら
外
れ
、
全
て
『
法
華
経
』
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

順
に
見
て
ゆ
く
。
ま
ず
始
め
に
「
嗚
呼
恥
し
き
か
な
。
郄
し
き
か
な
。
世
に
生
れ
て
命
を

活
き
、
身
を
存
ふ
る
こ
と
に
便
無
し
。
等
流
果
に
引
か
る
る
が
故
に
、
愛
網
の
業
を
結
び
、

煩
悩
に
纏
は
れ
て
、
生
死
を
継
ぎ
、
八
方
に
馳
せ
て
、
以
て
生
る
身
を
炬
す
。（
略
）
鄙
な

る
か
な
我
が
心
。
微
し
き
か
な
我
が
行
」
と
自
省
す
る
。
そ
し
て
こ
の
夜
に
夢
を
見
る
。
夢

の
内
容
は
「
知
り
合
い
の
沙
弥
鏡
月
が
、
何
故
か
乞
食
の
姿
で
、
自
分
を
訪
ね
き
て
、
長
さ

二
丈
幅
一
尺
の
木
札
を
示
す
。
そ
こ
に
は
一
丈
七
尺
と
一
丈
の
部
分
に
印
が
な
さ
れ
て
お
り
、

景
戒
が
「
こ
れ
は
上
品
と
下
品
を
表
わ
し
た
印
な
の
か
」
と
問
え
ば
、
沙
弥
鏡
月
は
そ
う
だ

と
答
え
る
。
景
戒
は
、
自
分
は
未
だ
低
い
善
行
し
か
積
む
こ
と
が
で
き
な
い
身
で
あ
る
た
め

に
、
五
尺
余
の
身
長
し
か
な
い
の
だ
と
、
憂
い
後
悔
す
る
。
そ
の
後
、
景
戒
は
半
升
ば
か
り

の
米
を
、
こ
の
乞
食
姿
の
沙
弥
に
布
施
と
し
て
渡
す
。
す
る
と
そ
の
乞
食
姿
の
沙
弥
は
、
景

戒
に
『
諸
経
要
集
』
と
い
う
巻
物
を
渡
し
「
写
せ
」
と
い
う
。
紙
が
無
い
と
言
う
と
、
反
故

紙
を
渡
し
な
が
ら
、
又
も
「
写
せ
」
と
言
い
、「
乞
食
の
後
に
ま
た
帰
っ
て
く
る
」
と
言
っ

て
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
が
言
う
の
に
は
、
彼
の
沙
弥
は
子
供
を
大
勢
抱
え
て
養
う

に
も
物
が
無
く
、
そ
の
た
め
に
あ
の
様
に
、
乞
食
を
し
て
い
る
の
だ
と
。
此
処
ま
で
が
「
夢
」

の
概
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
作
者
景
戒
は
、
沙
弥
鏡
月
は
「
観
音
」
の
「
化
身
」。「
観
音
」
は
「
菩
薩
」
で

あ
る
ゆ
え
に
未
だ
修
行
の
身
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
れ
は
「
沙
弥
」
の
姿
を
現
す
。「
沙
弥
の
姿
」

は
「
普
門
の
三
十
三
身
の
姿
を
示
す
」。
そ
し
て
子
供
を
養
う
こ
と
は
「
観
音
菩
薩
」
が
我

ら
衆
生
を
導
く
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
、
な
ど
と
順
を
追
っ
て
「
夢
解
き
」
を
行
う
。「
夢
解
き
」

は
「
低
い
善
行
」
し
か
積
ん
で
い
な
い
作
者
景
戒
自
身
と
い
う
、
五
姓
各
別
説
に
従
っ
て
行

わ
れ
る
の
だ
が
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
「
観
音
」「
普
門
」
あ
る
い
は
、
こ
の
後
に
出
て

く
る
「
大
白
牛
車
」
な
ど
『
法
華
経
』
に
代
表
さ
れ
る
語
句
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
意

味
付
け
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
福
徳
知
恵
」（
法
相
修
道
五
位
・
第
一
階
梯

資
糧
位
）
な
ど
と
、
法
相
宗
独
自
の
用
語
も
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
終
導
か
れ
る
結

論
は
『
法
華
経
』
独
自
の
用
語
を
主
と
し
て
の
「
仏
教
世
界
」
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま

た
こ
の
節
の
最
後
に
、
特
別
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

　

子
多
数
有
り
と
は
、
化
す
る
処
の
衆
生
な
り
。
養
ひ
の
物
な
し
と
は
、
種
性
無
き
衆

生
は
、
成
仏
せ
し
む
る
る
因
無
き
な
り
、
乞
食
し
て
養
ふ
と
は
、
人
天
の
種
子
を
得
る

な
り

　
「
種
性
無
き
衆
生
は
、
成
仏
せ
し
む
る
る
因
無
き
な
り
」
と
は
、
ま
さ
に
「
中
巻
二
十
二
縁
」

で
、景
戒
自
身
が
断
罪
し
た
『
涅
槃
経
』
の
「
婆
羅
門
」
や
「
一
闡
提
」
そ
の
者
達
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
で
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
様
な
者
で
も
「
乞
食
し
て
養
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
中
巻
二
十
二
縁
」
で
断
罪
し
た
「
一
闡
提
」
が
、
こ
こ
で
は
「
救
済
」
の
対
象
と
し
て
、
乞

食
を
し
て
も
「
養
う
」。
つ
ま
り
見
捨
て
る
こ
と
な
く
「
導
く
」
と
い
う
風
に
変
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
人
天
の
種
子
を
得
る
な
り
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
『
法
華
経
』

の
言
う
「
観
音
菩
薩
」
の
慈
悲
に
よ
り
、仏
縁
を
結
び
悟
り
の
き
っ
か
け
を
得
る
事
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
中
巻
二
十
二
縁
」
で
「
種
子
無
き
衆
生
」
と
し
て
「
人
」
と
「
天
」
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を
分
け
て
、「
一
闡
提
」
が
仏
縁
を
持
っ
こ
と
は
な
く
、
殺
罪
さ
れ
る
べ
き
者
と
し
て
い
た

関
係
が
、
こ
こ
で
は
「
人
天
」
と
し
て
「
結
縁
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ

に
至
っ
て
、
景
戒
自
身
が
「
中
巻
二
十
二
縁
」
で
、
齟
齬
を
感
じ
な
い
ま
ま
記
し
て
し
ま
っ

た
「
一
闡
提
の
殺
罪
」
と
い
う
大
問
題
を
、
三
十
余
年
か
け
て
自
ら
乗
り
越
え
て
き
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
但
し
こ
こ
で
い
う
「
乗
り
越
え
た
」
と
い
う
の
は
、
法
相
宗
の
中
で
、
教

義
上
に
お
い
て
、
景
戒
が
乗
り
越
え
た
と
い
う
事
で
は
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。『
法
華
経
』

に
親
し
む
う
ち
に
、
ど
こ
か
で
「
人
天
の
種
子
を
得
る
な
り
」
と
考
え
た
に
相
違
な
い
の
で

あ
る
。「
一
切
衆
生
悉
皆
仏
性
」
と
「
一
闡
提
」
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
、
ど
こ
か
で
「
一

切
衆
生
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
「
天
台
教
学
」
へ
、
知
ら
ず
の
内
に
「
昇
華
」
と
ま
で
は
と
て

も
言
え
ぬ
も
の
の
、
情
緒
的
な
意
識
の
変
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
景
戒
が
、
こ
の

時
代
の
「
法
相
宗
・
徳
一
」
と
「
日
本
天
台
宗
・
最
澄
」
の
「
三
一
権
実
論
争
」
を
実
際
に

知
っ
て
い
た
か
は
、
全
く
の
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
三
十
八
縁
の
最
後
に
「
末
だ
天
台
智
者

の
甚
深
の
解
を
得
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
台
」
へ
の
興
味
は
充
分
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
す
る
な
ら
ば
「
中
国
天
台
宗
」
の
伝
承
者
で
あ
る
「
日
本
天
台
宗
」
へ
の
興
味
、
あ
る

い
は
「
最
澄
」
へ
の
関
心
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
霊
異
記
』
か
ら
は
、
そ

れ
以
上
の
推
測
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

こ
の
長
編
の
「
三
十
八
縁
」
の
後
が
、
最
終
話
「
三
十
九
縁
」
と
な
る
が
、
文
末
に
は
こ

う
記
さ
れ
て
い
る
。

我
従
所
聞
選
口
伝
、

善
悪
、
録
霊
奇
。
願
以
此
福
、
施
群
迷
、
共
生
西
方
安
楽
国
矣

（
我
、
聞
く
所
に
従
ひ
て
、
口
伝
を
選
び
、
善
悪
を
儻
ひ
、
霊
奇
を
録
せ
り
、
願
は
く
ば
、

此
の
福
を
以
て
、
群
迷
に
施
し
、
共
に
西
方
の
安
楽
国
に
生
れ
む
こ
と
を
）

　

作
者
景
戒
は
こ
の
よ
う
に
編
纂
の
意
図
を
改
め
て
記
し
て
『
霊
異
記
』
の
筆
を
置
く
の
で

あ
る
。
我
が
国
に
仏
教
が
将
来
し
て
約
三
百
年
。
そ
れ
ら
仏
像
や
経
典
類
を
、
最
初
に
目
に

し
た
人
々
の
驚
き
や
恐
れ
は
い
か
が
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
異
国
の
絢
爛
で
光
り
輝
く
よ

う
な
文
物
を
現
前
に
し
て
、
只
々
有
難
が
っ
た
時
代
を
経
て
、
そ
れ
を
理
解
し
国
の
柱
と
し

て
取
り
組
も
う
と
し
た
の
が
「
聖
武
帝
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
国
の
乱
れ
は
未
だ

治
ま
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
未
だ
「
仏
教
」
が
国
の
柱
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
つ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
国
を
挙
げ
て
の
「
仏
教
」
へ
の
取
り
組
み
の
中
で
、
元

来
「
仏
教
」
の
対
象
と
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
民
衆
」
の
中
に
、
ひ
そ
か
に
「
仏
教
」
が

広
が
っ
て
い
っ
た
の
は
、
国
の
支
配
者
に
と
っ
て
は
皮
肉
な
事
実
で
あ
っ
た
。
第
三
章
の
末

（
補
注
７
）
に
記
し
た
よ
う
に
「
民
衆
」
に
対
し
て
の
「
仏
教
」
の
布
教
や
、
唱
導
の
活
動

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で「
仏
教
」が
民
衆
の
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、

本
来
の
意
味
で
の
「
仏
教
」
の
「
大
乗
化
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
未
だ
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
「
仏
教
史
」
の

な
か
で
、
正
当
な
評
価
を
受
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

穿
っ
た
見
方
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
の
「
私
度
僧
」
で
あ
っ
た
作
者
「
景
戒
」
が
、
下
位
と

は
い
え
正
式
な
「
僧
」
に
な
り
、
晩
年
に
『
法
華
経
』
の
精
神
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る

ま
で
を
、
傍
証
の
形
で
描
い
て
い
た
の
が
『
霊
異
記
』
で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

仏
像
や
仏
典
を
前
に
し
て
「
唯
々
、有
難
が
っ
た
」
時
代
よ
り
、「
私
度
僧
」
出
身
の
「
僧
」
に
、

そ
れ
ら
経
典
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
ま
で
三
百
年
を
要
し
た
と
い
う
事
で
あ

ろ
う
か
。
時
代
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
時
代
は
、
こ
の
後
「
末
法
」
を
迎
え
、
さ
ら

に
混
乱
の
度
合
い
を
増
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、「
仏
教
」
は
着
実
に
大
衆
化
が
進
展
し
て

行
く
の
で
あ
っ
た
。

　
『
霊
異
記
』
作
者
「
景
戒
」
は
、
文
末
に
「
共
生
西
方
安
楽
国
」
と
い
う
、
皆
共
に
「
西

方
浄
土
」
へ
の
「
往
生
」
を
願
う
一
文
を
最
後
に
附
す
の
で
あ
る
が
、こ
の
最
終
の
部
分
が
「
願

共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
民
衆
に
中
へ
発
展
を
遂
げ
る
、
中
世
浄
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土
教
の
隆
盛
を
予
見
し
て
い
る
よ
う
に
、
感
ず
る
の
は
当
方
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。「
私
度
僧
」

を
慈
し
ん
だ
景
戒
が
、民
衆
の
為
の
仏
教
と
い
う
理
念
を
有
す
る
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
到
来
を
、

ど
こ
か
に
感
じ
さ
せ
な
が
ら
筆
を
置
く
と
い
う
こ
と
に
、
作
者
の
非
凡
な
視
点
と
感
性
を
感

じ
る
の
は
、
当
方
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

〔
注
〕
参
考
及
び
引
用
文
献

（
1
）  

新
訂
増
補
『
扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』
吉
川
弘
文
館　

１
９
９
９

（
2
）  

小
島
憲
之
・
直
木
幸
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守　

校
注
・
訳

　
　
『
日
本
書
紀
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

１
９
９
６

（
3
）  

坪
井
俊
映
『
浄
土
教
史
概
説
』
Ｐ
Ｐ
２
２
７　

佛
教
大
学
通
信
教
育
部　

１
９
９
３

（
4
）  

石
田
瑞
麿
『
源
信
』『
往
生
要
集
』
日
本
思
想
大
系　

岩
波
書
店　

１
９
７
０

（
5
）  

家
永
三
郎
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』

　
　
「
親
鸞
の
念
仏―

親
鸞
の
思
想
の
歴
史
的
限
界
に
就
い
て
│
」
法
蔵
館　

１
９
５
５

（
6
）  『
続
日
本
紀
』（
養
老
元
年
）『
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館　

１
９
７
５　

（
7
）  『
真
福
寺
善
本
叢
刊
』
第
六
巻
「
伝
記
験
記
集
」（
空
也
誄
）　

臨
川
書
店　

１
９
９
９

（
8
）  

坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』（
薬
王
菩
薩
本
事
品
）
１
９
６
７　

岩
波
文
庫

（
9
）  『
大
般
涅
槃
経
』
新
文
豊
出
版
公
司　

１
９
８
３

（
10
）  

寺
田
透
・
水
野
弥
穂
子
『
道
元
』
日
本
思
想
大
系　

岩
波
書
店　

１
９
７
２

（
11
）  

金
岡
秀
友
『
仏
典
の
読
み
方
』
Ｐ
Ｐ
３
９
〜
４
０　

大
法
輪
閣　

１
９
７
０

（
12
）  

谷
口
雅
春
『
大
般
涅
槃
経
解
釋
』
Ｐ
Ｐ
４
〜
６　

日
本
教
文
社　

１
９
７
７

（
13
）  

中
村
元
・
紀
野
一
義
・
早
島
鏡
正
訳
注
『
浄
土
三
部
経
』（
無
量
寿
経
）
岩
波
文
庫　

１
９
９
０

（
14
）  

志
田
淳
一
『
日
本
霊
異
記
と
そ
の
社
会
』
雄
山
閣　

１
９
７
５

（
15
）  

寺
川
真
知
夫
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
研
究
』「
景
戒
の
夢
解
と
仏
性
の
認
識
」

Ｐ
Ｐ
４
４
８

　
　
（
初
出
１
９
９
１
・
１
１
『
古
代
の
歌
と
説
話
』）
和
泉
書
店　

１
９
９
６

〔
補
注
〕

（
1
）  

同
類
の
話
が
『
霊
異
記
』（
上
巻
五
縁
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
時
代
は
『
紀
』

の
言
う
「
欽
明
帝
」
で
は
な
く
、
そ
の
子
の
「
敏
達
帝
」
の
時
代
で
あ
る
。
ま
た
樟
の

原
木
を
「
海
に
入
っ
て
」
取
り
上
げ
た
の
は
『
紀
』
で
は
「
渡
辺
直
」
で
あ
る
が
『
霊

異
記
』
で
は
、
作
者
景
戒
の
出
自
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
「
大
伴
家
」
の
一
員

で
あ
る
「
大
部
屋
栖
野
古
」
が
流
れ
着
い
た
樟
の
木
を
拾
い
上
げ
る
と
い
う
話
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
様
な
「
話
」
の
う
え
で
の
相
違
は
、こ
の
話
自
体
が
「
大
伴
家
」
の
「
天

皇
」に
対
す
る
忠
臣
ぶ
り
を
誇
る「
大
伴
家
」の
由
来
譚
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、『
紀
』

を
基
に
し
た
「
創
作
話
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。『
霊
異
記
』
の

実
質
的
な
第
一
話
と
見
な
さ
れ
る
「
上
巻
四
縁
」
に
続
く
こ
の
「
五
縁
」
で
あ
れ
ば
な

お
さ
ら
に
そ
の
意
図
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。『
霊
異
記
』で
は
、こ
の
主
人
公「
大

部
屋
栖
野
古
」
は
こ
の
後
、
推
古
女
帝
に
重
用
さ
れ
た
後
、
没
す
る
の
で
あ
る
が
、
死

後
三
日
に
し
て
生
き
返
り
、
死
者
の
世
界
で
「
聖
徳
太
子
」
と
出
会
い
こ
の
世
に
戻
さ

れ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
善
き
か
な
、
大
伴
の
氏
」
と
讃
え
て
、
以
下
の
様
に
記

す
の
で
あ
る
。

善
き
か
な
、
大
部
の
氏
。
仙
を
貴
び
、
法
に
儻
ヒ
、
情
を
澄
し
忠
を
効
し
、
命
福

共
に
存
ち
、
世
を
逕
て
夭
ニ
ナ
ル
ヌ
ル
コ
ト
无
。
武
は
万
機
に
振
ひ
、
考
は
子
孫

に
継
が
る
。
諒
に
委
る
。
三
宝
の
験
徳
、
善
神
の
加
護
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。

（
2
）  「
滅
罪
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
『
伝
法
然
上
人
真
筆
熊
谷
入
道
宛
消
息
』（
清

凉
寺
所
蔵
）
に
以
下
の
文
章
が
手
紙
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。（
法
然
の
自
筆
か
否
か
、

真
贋
問
題
が
あ
る
事
を
念
の
た
め
に
記
す
）

ま
め
や
か
に　

一
心
に
三
万
・
五
万
、
念
仏
を
つ
と
め
さ
せ
た
ま
は
ゞ
、
せ
う

戒
行
や
ぶ
れ
さ
せ
お
わ
し
ま
し
候
と
も
、
往
生
は
そ
れ
に
は
よ
り
候
ま
じ
き
こ
と

に
候　
　
　
　
　
　
『
法
然
・
一
遍
』
日
本
思
想
大
系
・
岩
波
書
店　

Ｐ
Ｐ
１
６
７
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念
仏
を
絶
対
の
救
済
条
件
と
す
れ
ば
、
少
々
の
戒
行
に
外
れ
よ
う
と
も
、
も
う
少

し
強
く
言
え
ば
、
多
少
の
悪
事
を
働
こ
う
と
も
「
念
仏
」
で
「
滅
罪
」
が
可
能
と

い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
「
明
恵
」
が
批
判
（『
摧
邪
輪
』）
し
た
の

で
あ
る
が
、
法
然
は
そ
れ
に
は
答
え
る
こ
と
も
無
か
っ
た
。
念
仏
を
つ
と
め
る
こ

と
、
こ
れ
こ
そ
が
救
済
の
「
絶
対
条
件
」
と
す
る
法
然
に
と
っ
て
は
、
こ
の
様
な

批
判
は
す
で
に
織
り
込
み
済
み
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
罫
線
の
部
分
を
し
て

「
念
仏
」
と
「
呪
術
性
」
の
象
徴
的
儀
礼
行
為
と
さ
れ
る
「
祈
願
（
祈
祷
）
儀
礼
」

と
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
法
然
を
し
て
は
「
念
仏
を
申
す
」
と
い
う
、
そ
の
一
点
に
於
い
て
の

み
に
価
値
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、「
呪
術
性
」
云
々
等
の
問
題
は
、全
く
を
以
て
、

気
に
も
留
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

（
3
）  

以
下
は
五
来
重
が
『
高
野
聖
』
初
版
よ
り
十
年
後
の
、改
訂
版
・
角
川
選
書
（
１
９
７
５
）

に
「
あ
と
が
き
」
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。　

し
か
し
現
在
の
日
本
仏
教
史
は
依
然
と
し
て
、
教
祖
や
高
僧
や
上
級
階
級
の
僧
侶

を
主
役
と
す
る
仏
教
の
歴
史
を
追
求
し
、
庶
民
社
会
の
庶
民
信
仰
を
担
っ
た
聖
の

仏
教
は
、
俗
悪
不
純
で
仏
教
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
さ
け
て
通

ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
で
は
日
本
仏
教
の
本
質
も
、
そ
の
基
層

か
ら
発
生
し
た
仏
教
史
の
諸
事
象
も
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
聖
の
仏
教
に
物
心
両
面
の
救
済
を
も
と
め
た
民
衆
の
哀
歓
に
共
感
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
高
野
聖
』
が
出
版
さ
れ
て
十
年
が
経
過
し
、
改
訂
版
が
出
版
さ
れ
た
時
の
五
来
の
文

章
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
は
「
前
話
」
が
あ
り
、
こ
の
著
作
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、

何
件
も
の
問
い
合
わ
せ
や
意
見
が
、
出
版
社
や
五
来
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
そ
の
殆
ど
が
文
学
関
係
者
や
歴
史
関
係
者
で
あ
っ
て
、
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
宗
教
関
係
者
か
ら
は
、
問
い
合
わ
せ
や
意
見
は
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
仏
教
関
係
者
か
ら
は
全
く
無
視
さ
れ
た
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。

（
3
）  

行
基
集
団
を
始
め
と
す
る
私
度
僧
群
や
、
そ
の
他
の
私
度
僧
へ
の
弾
圧
は
、
文
中
に
記

し
た
「
養
老
元
年
」
の
詔
の
他
に
も
『
続
日
本
紀
』
に
数
か
所
見
受
け
ら
れ
る
。

近
在
京
僧
尼
。
以
浅
識
軽
智
。
巧
説
罪
福
之
因
果
。
不
練
戒
律
。
詐
誘
都
裏
之
衆
庶
。

内
黷
聖
教
。
外
缺
皇
猷
（
近
ご
ろ
在
京
の
僧
に
は
、
浅
識
軽
智
を
以
て
、
巧
み
に

罪
福
の
因
果
を
説
き
、
戒
律
を
練
ず
し
て
、
都
裏
の
衆
や
庶
を
詐
り
誘
う
。
内
に

は
聖
教
を
汚
し
、
外
に
は
皇
猷
を
缼
け
り
）「
養
老
六
年
七
月
十
日
太
政
官
奏
」

　

こ
の
条
は
行
基
や
そ
の
集
団
を
、
名
指
し
に
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
養
老
元
年

（
７
１
７
）
の
詔
に
続
く
私
度
僧
へ
の
弾
圧
条
項
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
。
当

然
そ
の
先
に
は
行
基
集
団
の
活
動
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
行
基
が
体
制
側
と

の
協
調
を
見
る
の
は
十
四
年
後
の
「
河
内
狭
山
池
」
の
造
成
工
事
へ
の
協
力
が
初
め
て

で
あ
り
、
天
平
十
七
年
（
７
４
１
）
に
「
大
仏
建
立
」
に
際
し
て
「
大
勧
進
」
に
就
任

す
る
こ
と
で
、
そ
の
私
度
僧
集
団
と
し
て
の
活
動
は
終
了
す
る
。

　

し
か
し
行
基
集
団
が
消
滅
し
て
も
「
私
度
僧
」
自
体
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
後
の
延
暦
四
年
五
月
二
五
日
の
勅
に
も
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

出
家
之
人
本
事
行
道
。
今
見
衆
僧
。
多
乖
法
旨
。
或
私
定
檀
越
。
出
入
閭
巷
。
或

誣
稱
佛
験
。
詿
誤
愚
民
。
非
唯
比
丘
之
不
慎
教
律
。
抑
是
所
司
之
不
勤
捉
搦
也
。

不
加
厳
禁
（
出
家
の
人
本
事
は
行
道
。
今
衆
僧
を
見
る
に
、
多
く
は
法
旨
に
乖
き
、

或
は
私
に
檀
越
を
定
め
て
、
閭
巷
に
出
入
り
し
、
或
は
仏
験
と
称
し
愚
民
を
詿
誤

す
。
比
丘
の
教
律
を
慎
ま
ざ
る
の
み
に
非
し
て
、
是
は
所
司
の
捉
搦
勤
め
ぬ
に
よ

る
。
不
加
厳
禁
）

ま
た
『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
四
年
に
も
同
主
旨
の
詔
が
出
て
お
り
、『
霊
異
記
』
の
作

者
が
『
霊
異
記
』
を
書
き
始
め
た
の
が
「
延
暦
六
年
」
と
推
定
さ
れ
る
の
に
重
ね
合
わ

せ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
詔
が
発
せ
ら
れ
た
時
代
が
そ
の
ま
ま
『
霊
異
記
』
の
「
私
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度
僧
」
の
活
躍
時
期
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
点
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
詔
は
「
私
度
僧
」
の

み
を
取
締
り
の
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
傍
線
を
記
し

た
部
分
を
見
れ
ば「
巷
間
」で
の
活
動
そ
の
も
の
を
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は「
仏

教
」
あ
る
い
は
「
僧
」
の
活
動
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
体
制
の
内
に
の
み
許
さ

れ
た
こ
と
で
、
民
間
で
の
布
教
活
動
に
つ
い
て
は
「
官
僧
」「
私
度
僧
」
を
問
わ
ず
に

禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詔
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
民

間
布
教
が
止
む
事
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
公
的
に
は
「
官
僧
」
で

も
布
教
は
厳
禁
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
5
）  

偽
経
と
い
う
場
合
、
本
来
は
パ
ー
リ―

語
・
そ
の
「
雅
語
」
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
か
ら
の
翻
訳
本
以
外
の
経
典
。
つ
ま
り
中
国
語
で
創
作
さ
れ
た
経
典
や
朝
鮮
及
び
日

本
な
ど
で
創
作
さ
れ
た
経
典
類
を
指
す
。
そ
の
数
は
「
当
代
に
は
四
〇
六
部
一
〇
七
四

巻
と
飛
躍
的
に
膨
れ
上
が
っ
た
。
こ
れ
を
『
開
元
釈
教
録
』
の
入
蔵
録
一
〇
七
六
部

五
〇
四
八
巻
と
対
比
し
て
み
る
と
、
偽
経
の
隆
盛
ぶ
り
を
推
知
し
う
る
」（
岩
波
仏
教

辞
典
）
と
あ
り
、
仏
説
の
真
実
性
を
重
ん
じ
る
学
派
の
僧
侶
達
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
偽

教
類
の
存
在
は
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
と
し
て
、
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。

し
か
し
「
難
解
な
仏
教
教
理
に
縁
の
な
い
庶
民
が
仏
教
に
何
を
期
待
し
た
か
を
具
体
的

に
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
は
、
偽
経
は
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
有
す
る
。
ま

た
民
衆
に
た
い
す
る
教
化
力
は
大
き
か
っ
た
」（
岩
波
仏
教
辞
典
）と
い
う
評
価
も
あ
り
、

そ
の
評
価
を
一
元
的
に
決
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
本
来
こ
れ
ら
偽
経
以
外
の
、
所
謂
「
真
経
」「
正
経
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に

し
て
も
、
そ
の
評
価
の
基
準
は
「
釈
迦
の
直
言
」
か
「
否
」
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
偽
経
」
か
「
否
」
か
の
判
断
基
準
は
「
漢
訳
経
典
」
に
パ
ー
リ

ー
語
あ
る
い
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
原
本
」
が
存
在
し
た
の
か
或
は
存
在
し
て
い

た
の
か
の
、
そ
の
一
点
の
み
で
あ
る
。
こ
の
判
断
基
準
は
イ
ン
ド
で
起
こ
っ
た
仏
教
が

中
国
に
伝
わ
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
、
当
時
の
中
国
の
受
け
手
側
の
思
い

込
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
が
イ
ン
ド
で
起
こ
っ
て
か
ら
、
約
五
百
年
が
経
過
し
た

段
階
で
、
中
国
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
の
直
弟
子
た
ち
が
「
仏
の
言
葉
を
私
は
こ

の
様
に
聞
い
た
〜
」
と
い
う
「
真
言
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
「
真
経
」「
正

経
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
す
で
に
五
百
年
が
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
初

の
段
階
と
し
て
、
釈
迦
の
「
真
言
」
の
形
を
取
っ
て
弟
子
た
ち
が
「
語
る
」
事
が
当
然

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
保
守
的
な
「
上
座
部
」
と
の
対
立
の
中
で
、
進
歩
的
と
評
さ

れ
る
「
大
衆
部
」
が
「
大
乗
仏
教
」
運
動
を
起
こ
し
て
行
く
中
で
「
釈
迦
」
に
託
し
た

形
で
の
「
経
典
」
が
多
数
作
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
が
「
釈
迦
の

真
言
」
と
し
て
、
パ
ー
リ
ー
及
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
記
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。「
真

経
」「
正
経
」
と
言
わ
れ
る
『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
が
「
釈
迦
」
の
直
言

で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
研
究
上
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な

理
解
法
は
、
近
代
以
降
の
仏
教
学
の
成
果
で
あ
り
、
紀
前
後
の
中
国
で
「
仏
教
」
を
、

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も

『
霊
異
記
』
作
者
景
戒
も
、
経
典
類
全
て
が
「
釈
迦
」
の
直
言
と
信
じ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
が
進
ん
だ
現
在
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
の
「
偽
経
」
と

い
う
用
語
を
、
使
い
続
け
る
こ
と
は
「
い
か
が
な
も
の
か
」
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。

二
千
年
も
前
の
理
解
法
で
「
仏
教
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
日
本
仏
教
の
世
界
だ
け
で

あ
ろ
う
し
、
学
術
上
大
問
題
に
な
ら
ぬ
の
が
不
思
議
と
思
う
の
で
あ
る
が
。

　
「
偽
経
」
か
「
否
」
か
の
判
断
基
準
は
「
仏
教
」
あ
る
い
は
「B

uddhism

」
と
し
て
「
ブ

ッ
ダ
」
を
冠
し
て
い
る
以
上
、生
身
の
「
ブ
ッ
ダ
」
の
発
し
た
「
真
言
」
を
「
真
経
」「
正

経
」
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
れ
が
「
仏
教
」
の
発
生
で
あ
り
、「
上

座
部
仏
教
」
の
姿
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
教
え
を
表
わ
し
た
「
真
言
」
そ
れ
の
み
が

正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
証
し
と
し
て
「
ブ
ッ
ダ
」
は
自
身
の
像
を
写
し
て
の
偶
像
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崇
拝
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
「
大
乗
仏
教
」
は
涅
槃
に
入
っ
た
後

の
「
ブ
ッ
ダ
」
を
、
永
遠
の
命
を
有
す
る
「
ブ
ッ
ダ
」
と
し
て
、
信
仰
の
対
象
と
し
て

い
る
わ
け
で
あ
り
、
種
々
の
像
を
「
ブ
ッ
ダ
」
の
象
徴
の
姿
と
し
て
「
仏
像
」
を
崇
拝

の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
生
身
の
「
ブ
ッ
ダ
」
の
姿
や
「
真
言
」
が
、
今
こ

こ
に
無
い
以
上
、
そ
こ
に
も
し
「
ブ
ッ
ダ
」
が
「
居
た
な
ら
ば
」
と
い
う
想
定
上
の
も

と
「（
ブ
ッ
ダ
か
ら
）
私
は
こ
う
聞
い
た
（
で
あ
ろ
う
）」
と
い
う
形
で
「
真
言
」
を
作

り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
事
実
こ
れ
ら
が
『
般
若
経
』『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』

の
諸
経
典
で
あ
り
、
本
稿
中
に
「
厳
密
な
意
味
で
の
偽
経
で
あ
る
」
と
記
し
た
意
味
も
、

そ
こ
に
あ
る
と
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
経
緯
を
考
え
れ
ば
「
偽
経
」

と
い
う「
用
語
」は
過
去
の
も
の
と
し
て「
放
棄
」す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
生
身
の「
ブ

ッ
ダ
」
が
語
り
、
弟
子
た
ち
が
「
私
は
こ
う
聞
い
た
」
と
い
う
「
真
言
」
集
を
「
真
経
」

「
正
経
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
降
の
経
典
を
「
イ
ン
ド
（
創
作
）
大
乗
経
典
」「
中

国
（
創
作
）
大
乗
経
典
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ま
じ
パ
ー
リ
ー
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
分
類
す
る
が
為
の
混
乱
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
基
準
を
即
刻
正
せ
ば
よ
い
の

で
は
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
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