
柏
木
義
円
と
親
鸞

｜
｜
明
治
末
期
｜
｜

市

川

浩

史

は
じ
め
に

柏
木
義
円
（
一
八
六
〇
・
万
延
元
〜
一
九
三
八
・
昭
和
十
三
）
は
越
後
与
板
の

浄
土
真
宗
大
谷
派
西

（
１
）

光
寺
の
九
代
目
の
法
嗣
と
し
て
生
ま
れ
た
。
の
ち
、
一
八
九

七
（
明
治
三
十
）
年
、
祖
先
ゆ
か
り
の
群
馬
県
安
中
に
設
立
さ
れ
た
安
中
教
会
の

牧
師
に
就
任
し
、
以
来
お
よ
そ
四
十
年
に
わ
た
っ
て
田
舎
の
こ
の
教
会
を
牧
し
続

け
た
。

柏
木
に
つ
い
て
は
、
日
露
戦
争
時
に
非
戦
論
を
唱
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
天
皇
制
国
家
に
あ
っ
て
、
天
皇
の
神
格
化
に
反
対
し
た
、

と
い
っ
た
堅
固
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
否
定
す
べ
き
何
も
の
も
な
い
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
因
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
人
と
な
っ
て
以
来
、
柏
木
が
堅
固
な
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
を
得
た
こ
と
に
は
な
ん
ら
疑
問
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
至
る
経
路

に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
際
、

彼
が
浄
土
真
宗
寺
院
に
生
ま
れ
、
育
っ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
格
が
形

成
さ
れ
る
幼
少
期
に
そ
の
原
型
を
浄
土
真
宗
的
な
初
等
教
育
に
よ
り
受
容
し
た
、

と
い
う
こ
と
が
無
視
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
柏
木
は
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
と
し
て
、
仏
教
、
そ
し
て
浄
土
真
宗
に
対
し
て

な
し
た
批
判
に
は
時
に
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に
よ
く
見
る
と
、
微
妙

な
筆
致
に
よ
っ
て
親
鸞
や
浄
土
真
宗
の
教
え
、
伝
統
な
ど
に
つ
い
て
は
、
あ
た
か

も
血
縁
の
者
を
見
る
か
の
ご
と
き
眼
差
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
２
）

彼
の
思
想
の
な
か
に
必
ず
や
仏
教
、
就
中
、
親
鸞
の
影
が
さ
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
柏
木
に
寄
り
添
い
な
が
ら
そ
の
文
章
の

行
間
に
込
め
ら
れ
た
独
自
の

福
音

の
あ
り
か
た
に
迫
っ
て
み
た
い
。

一

吾
人
の
主
張
」

柏
木
は
『
上
毛
教
界
月
報
』（
以
下
、『
月
報
』）
第
八
八
号
（
一
八
九
八
年
十
一

月
）
の
巻
頭
論
文
と
し
て
「
吾
人
の
主
張
」
と
題
し
た
長
文
を
掲
げ
た
。
一
見
、

何
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
文
章
は
、
実
は
柏
木
の
考

え
か
た
を
く
ま
な
く
表
現
し
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
周
到
に
執
筆
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
見
出
し
以
下
、「（
一
）
不
健
全
の
宗
教
」
か
ら
は
じ
ま

り
、「（
二
）
吾
人
の
宗
教
」、「（
三
）
組
合
教
会
の
特
色
」、「（
四
）
仏
教
打
破
す

可
し
」、「（
五
）
倫
理
教
育
の
革
命
」、「（
六
）
対
社
会
主
義
問
題
」
に
「（
七
）
撰

挙
権
拡
張
運
動
」
の
順
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
の

文
章
だ
け
に
、
社
会
主
義
に
関
す
る
発
言
が
早
く
も
あ
り
、
時
期
の
到
来
を
告
げ

る
、
と
い
う
同
時
代
的
な
指
標
に
も
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

こ
の
論
述
の
順
序
で
あ
る
。
個
人
的
な
宗
教
意
識
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
宗
教
意
識

の
論
理
化
・
社
会
化
、
そ
し
て
社
会
主
義
な
り
普
通
選
挙
権
な
り
と
い
っ
た
社
会

的
な
問
題
意
識
に
根
づ
い
た
問
題
提
起
、
と
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

右
の
「（
一
）
不
健
全
の
宗
教
」
で
は
、「
帝
国
主
義
に
付
会
し
て
国
民
の
虚
栄

心
に
投
じ
戦
争
に
謳
歌
し
て
衆
民
の
敵
愾
心
に
和
し
識
見
能
く
大
勢
を
見
る
と
称

し
て
俗
論
に
調
子
を
合
は
せ
壮
語
快
論
気
焔
万
丈
青
年
の
客
気
を
快
か
ら
し
め
て
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以
て
一
代
の
人
心
靡
然
我
に
嚮
か
ふ
と
為
す
吾
人
は
不
健
全
の
宗
教
と
し
て
之
に

与
せ
ざ
る
な
り
」、
さ
ら
に
神
秘
主
義
的
な
宗
教
、
無
教
会
の
徒
な
ど
を
批
判
し
て

い
る
。
内
村
鑑
三
の
無
教
会
に
対
す
る
批
判
は
、
た
い
へ
ん
意
味
深
長
な
言
い
方

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
記
述
は
な
く
、
こ
れ
以
上
に
は
展
開

さ
れ
て
い
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
冒
頭
の
「
帝
国
主
義
云
々
」
と
い
う
箇
所

で
あ
る
。
お
よ
そ
社
会
的
な
問
題
意
識
の
な
か
で
宗
教
が
論
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
柏
木
に
と
っ
て
の
「
宗
教
」
問
題
は
、
社
会
的
な

そ
れ
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
れ
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
「（
二
）
吾
人
の
宗
教
」、
つ

ま
り
私
に
と
っ
て
の
宗
教
に
移
る
。
こ
こ
は
九
箇
条
に
箇
条
書
き
さ
れ
て
い
る
。

「
吾
人
は
…
…
主
張
す（
尊
重
す
）」で
ま
と
め
ら
れ
た
箇
条
が
連
ね
ら
れ
る
。「
吾

人
」
と
「
主
張
す
（
尊
重
す
）」
の
あ
い
だ
に
は
い
る
の
は
、「
聖
な
る
活
け
る
天

父
の
宗
教
」「
神
の
道
な
る
基
督
に
顕
現
し
た
る
真
理
…
…
」「
来
世
的
宗
教
」「
贖

罪
の
宗
教
」「
平
和
の
宗
教
」「
祈
禱
の
宗
教
」
な
ど
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

（
３
）

こ
れ
ら

は
つ
ぎ
の
「（
三
）
組
合
教
会
の
特
色
」
に
具
体
的
に
直
接
繫
が
る
よ
う
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
。
帝
国
主
義
、
虚
栄
心
や
戦
争
な
ど
に
与
し
な
い
宗
教
こ
そ
、
柏
木

自
身
の
、
独
立
不

の
自
由
な
組
合
教
会
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
い
で

「（
四
）
仏
教
打
破
す
可
し
」で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
柏
木
に
よ
る
こ
の
箇
所
の

仏
教
批
判
は
、「（
一
）
不
健
全
の
宗
教
」
以
来
透
徹
し
て
、
近
代
日
本
の
国
家
、

社
会
の
な
か
で
宗
教
が
い
か
に
機
能
し
て
ゆ
く
べ
き
か
、
と
い
う
独
特
の
問
題
意

識
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
後
に
、
倫
理
教
育
、

社
会
主
義
へ
と
問
題
が
展
開
す
る
。
仏
教
批
判
は
こ
う
し
た
一
連
の
社
会
論
、
社

会
批
判
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

（
四
）
仏
教
打
破

す
可
し
」
は
、『
月
報
』
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
仏
教
論
・
仏
教
批
判
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
、「（
四
）
仏
教
打
破
す
可
し
」
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
歴
史
的
に
仏
教
は
、
長
ら
く
日
本
の
人
民
の
信
仰
を
誤
ら
せ
、
精
神
界

を
惑
わ
し
て
き
た
、
と
い
う
。
唯
物
論
、
そ
し
て
「
宇
宙
に
道
義
の
統
治
を
認
め

ざ
る
」「
宇
宙
を
無
政
府
視
す
る
」
無
神
論
に
陥
り
、
国
民
を
し
て
「
公
義
の
政
府

を
戴
か
」
し
め
ず
、
そ
の
品
性
を
「
毀
壊
」
せ
し
め
た
の
だ
、
と
。

（
４
）

唯
物
論
、
無

神
論
に
続
い
て
、
無
霊
魂
説
を
と
る
仏
教
を
非
難
す
る
。
い
わ
く
、
無
霊
魂
説
は

「
倫
理
の
根
基
」を
覆
す
も
の
、「
人
世
を
虚
妄
と
観
す
る
は
正
し
く
文
明
と
相
背

馳
す
る
の
人
生
観
」
だ
、
と
。
柏
木
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
仏
教

は
、
そ
の
唯
物
論
、
無
神
論
、
無
霊
魂
説
に
よ
っ
て
長
ら
く
日
本
人
の
信
仰
心
・

精
神
生
活
を
破
壊
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
人
々
は
「
宇
宙
」
に
道
義
の

存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
品
性
が
破
壊
さ
れ
、
非
文
明
的
な
あ
り
か
た
に

お
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。
そ
の
具
体
的
な
あ
り
さ
ま
が
、
つ
ぎ
に
「
門
徒

宗
の
浄
土
説
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。「
門
徒
宗
」
は
浄
土
真
宗
の
謂
い
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
の
浄
土
の
説
は
あ
る
べ
き
来
世
説
の
堕
落
し
た
も
の
で
、
処
世
観
に

至
っ
て
は
「
俗
の
俗
な
り
」
と
い
う
。
処
世
観
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し

て
、
来
世
説
と
し
て
の
浄
土
の
説
に
つ
い
て
の
批
判
は
他
の
箇
所
に
も
散
見
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
『
無
量
寿
経
』
に
い
う
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
如
来

に
な
る
に
伴
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
極
楽
浄
土
の
説
を
さ
す
。『
月
報
』第
八
八

号
の
記
事
で
は
こ
れ
以
上
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
他
、「
加
持
祈
禱
等
迷
信
を

利
用
し
て
財
貨
を
貪
ら
ん
と
す
る
が
如
き
」
は
特
に
言
う
ま
で
も
な
い
、
と
い
う

の
は
、
こ
れ
は
浄
土
真
宗
以
外
の
宗
派
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
箇
所
で
は
、
浄
土
真
宗
を
含
む
す
べ
て
の
仏
教
宗
派
が
批
判
攻
撃
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
批
判
の
視
点
は
、
社
会
的
な
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
仏
教
が
今
も
社
会
的
勢
力

を
保
持
し
て
い
る
の
は
た
だ
、
そ
の
「
習
慣
・
惰
力
」
の
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
世
以
来
、
仏
教
が
人
び
と
の
葬
儀
を
司
っ
て
き
た
と
い

う
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
。

し
か
し
こ
の
「
習
慣
・
惰
力
」
は
た
だ
仏
教
の
み
に
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

「
文
明
紳
士
」
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
仏
式
の
葬
儀
に
参
列
し
た
「
文
明
紳
士
」

は
殊
勝
に
合
掌
礼
拝
す
る
ほ
ど
の
「
勇
気
」
も
な
い
か
ら
、
た
だ
口
を
も
ご
も
ご

動
か
し
て
、
引
導
の
作
法
な
ど
を
見
て
い
る
だ
け
、
と
痛
烈
で
あ
る
。
こ
う
し
た

あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
状
態
を
是
正
す
る
に
は
「
精
神
界
の
革
命
」「
基
督
教
革
命
」

そ
し
て
、
そ
の
先
立
ち
と
し
て
の
「
旧
習
慣
旧
思
想
旧
感
情
の
維
持
者
た
る
宗
教

と
し
て
の
仏
教
を
打
破
」
す
る
こ
と
し
か
な
い
、
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
節
で
柏

木
は
、
仏
教
に
対
し
て
、
現
象
面
お
よ
び
原
理
的
側
面
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
し
て
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い
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
門

徒
宗
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
に
現
れ
て
い
る
。

仏
教
自
体
の
霊
魂
説
が
倫
理
の
根
底
を
覆
す
も
の
で
あ
り
、
文
明
と
相
背
馳
す

る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
つ
い
で
中
世
に
ま
で
時
代
が
上
っ
て
「
門
徒
宗
」
に
至

る
、
い
わ
く
、「
門
徒
宗
の
浄
土
説
は
来
世
説
の
堕
落
し
た
る
も
の
ゝ
み
其
処
世
観

に
至
て
は
俗
の
俗
な
る
も
の
な
り
其
他
加
持
祈
禱
等
迷
信
を
利
用
し
て
財
貨
を
貪

ら
ん
と
す
る
が
如
き
特
に
言
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
」、
と
。
こ
れ
は
、「
門
徒
宗
」

す
な
わ
ち
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
「
加
持
祈
禱
等
」
は
行
わ
な
い
こ
と
を
柏
木
は

身
に
し
み
て
知
っ
て
い
る
上
で
の
発
言
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
に
対
し

て
厳
し
い
批
判
、
攻
撃
を
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
真
の
対
象
は
一
体
と
し
て
の
仏

教
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
批
判
の
対
象
と
し
て
の
仏
教
に
し
て
も
、
柏
木
は
、

周
到
に
浄
土
真
宗
と
そ
れ
以
外
と
を
弁
別
し
て
述
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
は
文
章
の
前
面
に
は
全
く
出
て
い
な
い
。
が
、

浄
土
真
宗
に
お
い
て「
加
持
祈
禱
」を
行
う
の
か
否
か
を
知
悉
し
て
い
る
者
に
と
っ

て
は
行
間
の
意
図
は
充
分
に
理
解
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
界
に
属
し
た

『
月
報
』
の
読
者
層
の
な
か
で
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
た
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
い
た

か
、
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
関
連
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
門
徒

も
の
知
ら
ず
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
言
い
回
し
で
は
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
柏
木

が
仏
教
、
な
か
ん
ず
く
浄
土
真
宗
を
批
判
す
る
際
、
こ
の
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
浄
土
真
宗
に
対
し
て
は
一
定
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
真
宗
も
含
め
て
仏
教
と
い
う
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
と
比

べ
て
「
堕
落
」「
俗
の
俗
」
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
だ
け
に
は
他
の
宗

派
と
は
違
う
点
が
あ
る
、
と
柏
木
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

違
う
点

を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
連
続
線
の
上
で
、

先
づ
第
一
に
旧
慣
習
旧
思
想
旧
感
情
の
維
持
者
た
る
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を

打
破
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
な
り

と
述
べ
る
。
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
打
破
せ
よ
、
と
は
言
う
が
柏
木
は
、
こ
こ
で

親
鸞
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
歴
史
的
に
展
開
し
て
き
た
宗
教
と
し
て
の
仏
教
は
打
破
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
思
想
的
に
重
要
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
柏
木
は
態
度

を
留
保
し
て
い
る
。
右
に
続
い
て
「
一
種
の
哲
学
思
想
と
し
て
の
仏
教
に
至
て
は

吾
人
の
此
に
論
ず
る
所
に
非
ず
」
と
し
て
判
断
を
避
け
、
批
判
を
し
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
親
鸞
は
こ
の
判
断
が
避
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、『
月
報
』
次
号
の
「
有
神
論
」
と
題
し
た
長
い
論
考
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
こ

と
に
繫
が
る
。

そ
こ
に
お
い
て
柏
木
は
、
仏
教
に
つ
い
て
多
角
的
に
論
じ
つ
つ
、「
仏
教
は
日
本

に
於
て
最
も
其
根
拠
を
深
く
し
其
敬
虔
に
し
て
勇
健
な
る
方
面
を
発
揮
す
る
に
至

り
た
れ
ば
儒
仏
の
粋
は
移
て
日
本
の
有
と
な
れ
り
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
儒
お
よ

び
仏
は
け
っ
し
て
否
定
的
な
扱
い
は
受
け
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
粋
」（
つ
ま
り
、

肯
定
的
に
評
価
可
能
な
価
値
）
は
移
っ
て
日
本
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う

の
だ
か
ら
、
日
本
の
儒
教
、
仏
教
の
「
粋
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
柏
木
は
む
し
ろ

高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ

る
。
い
わ
く
「
仏
教
は
未
だ
基
督
教
の
如
き
驚
天
動
地
の
改
革
を
経
験
せ
ざ
る
な

り
親
鸞
日
蓮
の
新
仏
教
起
ら
ざ
り
し
に
非
る
も
吾
人
を
以
て
之
を
見
る
之
を
欧
州

の
宗
教
改
革
に
比
す
る
の
甚
だ
不
倫
な
る
を
知
る
…
…
」、
と
。
こ
の
場
合
の「
不

倫
」
は
、
倫
た
ら
ず
、
で
な
か
ま
・
同
類
で
は
な
い
、
の
意
。
キ
リ
ス
ト
教
の
宗

教
改
革
の
ご
と
き
「
驚
天
動
地
」
の
根
本
的
な
改
革
を
経
験
し
て
い
な
い
仏
教
に

は
旧
弊
や
残
滓
が
残
っ
て
い
る
、
た
し
か
に
親
鸞
や
日
蓮
の
よ
う
な
「
新
仏
教
」

も
成
立
し
て
は
い
る
の
だ
が（
ま
だ
こ
れ
く
ら
い
で
は
不
十
分
だ
）、
と
い
う
趣
旨

で
あ
る
。
そ
し
て
不
十
分
で
は
あ
る
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
親
鸞
や
日
蓮
は
そ
れ
な

り
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
親
鸞
や
日
蓮
の
い
か
な
る
と

こ
ろ
が
改
革
の
所
産
と
し
て
の
「
新
」
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
驚
天
動
地
」
の
ご
と
き
大
改
革
を
経
て
い
る
こ
と
が

真
の
宗
教
た
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
親
鸞
や
日
蓮
、

あ
る
い
は
彼
ら
の
宗
教
が
、
旧
態
依
然
と
し
て
古
い
仏
教
か
ら
の
、
評
価
し
得
る

そ
れ
な
り
の
改
革
を
経
験
し
て
い
る
、
と
み
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

再
び
『
月
報
』
第
八
八
号
の
「
吾
人
の
主
張
」
の
「（
四
）
仏
教
打
破
す
可
し
」

に
戻
る
と
、
右
の
「
驚
天
動
地
の
改
革
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
「
基
督
教
的
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革
命
」・
精
神
界
の
革
命
を
起
こ
し
て
仏
教
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
続

け
、「
新
仏
教
の
如
き
稍
見
る
べ
き
が
如
き
も
徒
ら
に
口
舌
の
み
筆
先
の
み
畢
竟
言

論
の
み
」
と
き
わ
め
て
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
新
仏
教

の
如
き
」
は
「
親
鸞
日
蓮
の
新
仏
教
」
の
意
味
で
は
な
く
、
柏
木
と
同
時
代
の
仏

教
界
の
動
き
を
指
し
て
い
た
。「
畢
竟
言
論
の
み
」
に
続
い
て
「
雑
誌
と
演
説
会
と

を
取
り
去
れ
ば
余
す
所
は
唯
ゼ
ロ
の
み
」
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
言

う
「
新
仏
教
」
と
は
近
代
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
布
教
・
伝
道
を
行
っ
て

い
る
仏
教
、
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
遠
回
し
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、

柏
木
は
、
親
鸞
や
日
蓮
に
対
し
て
は
一
方
的
に
批
判
・
攻
撃
を
し
て
い
な
い
こ
と

が
明
白
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
月
報
』
第
八
八
号
「
吾
人
の
主
張
」
は
そ
も
そ
も
社
会
に
対
す
る
関
心
に
基

づ
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
論
は
次
な
る
「（
五
）
倫
理
教
育
の
革
命
」、「（
六
）
対

社
会
主
義
問
題
、
そ
し
て
「（
七
）
撰
挙
権
拡
張
運
動
」
へ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
論
の
流
れ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
柏
木
の
「
仏
教
打
破
す
可
し
」

論
は
、
当
面
、
親
鸞
や
日
蓮
ら
に
論
及
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
的
観
点
か
ら
仏
教

を
打
破
す
べ
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
観
点
か
ら
は
、

仏
教
は
「
不
健
全
」
に
し
て
「
習
慣
・
惰
力
」
の
み
に
依
存
し
て
い
る
ゆ
え
に
「
打

破
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

柏
木
は
論
理
の
展
開
に
や
や
急
で
あ
る
。
つ
い
で
「（
五
）
倫
理
教
育
の
革
命
」

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

…
…
眼
を
物
質
界
に
注
げ
ば
貧
富
の
問
題
は
第
一
の
問
題
な
り
眼
を
心
霊
界

に
放
て
ば
人
の
霊
性
は
僅
か
五
十
の
人
生
に
跼
蹐
す
可
ら
ざ
る
な
り
忠
君
愛

国
一
点
張
り
の
倫
理
は
徒
ら
に
人
を
し
て
人
造
の
屋
根
の
下
に
跼
蹐
せ
し
め

て
更
に
彼
の
蒼
た
る
天
空
を
仰
が
し
め
ざ
る
も
の
ゝ
み

「
物
質
」
の
世
界
に
お
い
て
は
貧
富
の
問
題
、「
心
霊
」
の
世
界
に
お
い
て
は
「
忠

君
愛
国
」
一
点
張
り
の
倫
理
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
わ
な
い
倫
理
を
唱
導
す
べ
き
こ

と
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
物
質
」
と
「
心
霊
」
と
の
対
比
は
こ
の
ま
ま
で

は
諒
解
困
難
と
い
う
ほ
か
な
い
。
が
、
と
に
か
く
も
「
忠
君
愛
国
」
と
い
っ
た
狭

量
な
倫
理
を
人
々
に
押
し
付
け
る
こ
と
な
く
「
貧
富
の
問
題
」
に
対
処
す
べ
き
だ
、

と
い
う
考
え
で
あ
る
こ
と
は
推
測
が
充
分
可
能
で
あ
る
。「
世
界
人
類
の
死
活
問
題

で
あ
る
」
こ
の
「
貧
富
の
問
題
」
へ
の
対
処
方
と
し
て
、
つ
ぎ
の
「（
六
）
対
社
会

主
義
問
題
」
に
お
い
て
「
社
会
主
義
の
主
張
」
を
持
ち
出
す
。
い
わ
く
「
吾
人
は

現
今
に
存
在
す
る
社
会
制
度
改
革
論
中
に
在
て
は
社
会
主
義
の
主
張
を
以
て
最
も

勝
れ
る
も
の
と
為
す
も
の
な
り
」。「
霊
性
」
を
取
り
扱
う
「
人
生
問
題
」
と
「
社

会
主
義
」
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
「
社
会
制
度
改
革
」
の
問
題
と
が
結
び
つ
け
ら

れ
る
。
そ
れ
は
「
宗
教
に
感
化
せ
ら
れ
た
る
社
会
に
非
ざ
れ
ば
社
会
主
義
の
円
滑

に
行
は
る
ゝ
亦
覚
束
な
」
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

柏
木
は
、
社
会
に
お
け
る
「
貧
富
」
問
題
を
真
に
解
決
し
得
る
も
は
「
社
会
主

義
」
に
よ
る
社
会
の
改
革
に
よ
る
し
か
な
い
、
そ
し
て
そ
の
「
社
会
主
義
」
は
背

後
に
お
い
て
「
宗
教
に
感
化
」
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
。
こ

の
よ
う
に
「
宗
教
」
と
「
社
会
」
が
そ
れ
ほ
ど
の
葛
藤
も
な
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
吾
人
は
社
会
主
義
の
思
想
が
一
般
に
善
く
了
解
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

望
む
」
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
の
思
想
が
広
く
社
会
に
受
容
さ
れ
て
社
会
の
「
貧
富
問
題
」
が
善
く

解
決
さ
れ
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
「
撰
挙
権
拡
張
運
動
」
が
提
起
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

「
今
日
朝
野
政
治
家
」
は
、「
国
家
て
ふ
虚
名
を
愛
す
る
」「
愛
国
」
に
奔
る
こ

と
な
く
、「
徒
ら
に
国
家
の
虚
栄
の
為
に
競
争
」
せ
ず
、「
真
個
国
民
の
福
祉
を
切

実
に
計
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
つ
ぎ
の
「（
七
）
撰
挙
権
拡
張
運

動
」
に
お
い
て
は
、「
請
託
や
賄
賂
を
個
人
的
に
為
す
に
堪
え
ず
し
て
止
む
な
く

公
々
然
演
説
に
文
章
に
其
の
政
見
を
発
表
し
て
責
任
あ
る
言
論
を
以
て
撰
挙
を

争
」う
べ
く
選
挙
権
を
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
。
そ
し
て
そ
の
際
、

山
路
愛
山
、
島
田
三
郎
、
浮
田
和
民
、
海
老
名
弾
正
、
杉
山
重
義
ら
「
基
督
教
側

の
志
士
」
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。

か
く
し
て
宗
教
の
問
題
に
発
し
た
柏
木
の
「
吾
人
の
主
張
」
が
、
宗
教
の
原
理

的
側
面
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
組
合
教
会
と
い
う
個
別
の
教
団
の
問
題
、
さ
ら
に
そ

の
た
め
の
地
な
ら
し
と
し
て
の
仏
教
批
判
、
そ
の
後
の
社
会
倫
理
、
そ
し
て
理
想

的
な
国
家
の
あ
り
か
た
に
至
る
ま
で
問
題
意
識
が
拡
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
見
て
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取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
示
さ
れ
た
柏
木
の
国
家
観
が
、
独
自
の
視

点
に
立
つ
愛
国
心
の
提
起
や
初
期
社
会
主
義
に
共
感
を
み
せ
る
き
わ
め
て
リ
ベ
ラ

ル
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
白
と
な
っ
た
。

（
５
）

こ
の
記
事
が
書
か
れ
た
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
の
一
月
に
は
堺
利
彦
ら

に
よ
っ
て
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
日
本
社
会
党
が
結
成
さ
れ
て
い

る
。
な
お
同
党
は
結
成
直
後
に
解
散
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
動

き
を
み
れ
ば
、
柏
木
の
こ
う
し
た
言
論
は
現
今
の
社
会
の
あ
り
方
に
そ
の
ま
ま
即

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な

「
吾
人
の
主
張
」
を
執
筆
し
た
こ
と
自
体
、
日
本
社
会
党
結
成
に
み
ら
れ
る
社
会

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に
触
発
さ
れ
て
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
社
会
の
動
き
自
体
に
直
接
付
随
し
た
柏
木
の
宗
教
観
に
つ
い
て
の
是
非
の

評
価
は
別
に
し
て
、
と
も
か
く
も
宗
教
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
柏
木

の
思
想
が
社
会
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
と
は
不
離
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

二

仏
教
と
の
対
立
｜
同
時
代
史
の
な
か
で

第
二
次
桂
太
郎
内
閣
の
平
田
東
助
内
相
は
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
四
月

一
七
日
付
で
「
内
務
大
臣
演
示
」
を
出
し
た
。
こ
れ
は
「
地
方
百
般
の
施
政
に
関

し
て
其
の
近
情
を
審
ら
か
に
し
、
将
来
の
計
画
に
向
て
倶
に
熟
議
す
る
こ
と
を
得

る
は
本
官
の
最
も
欣
幸
と
す
る
所
」と
い
う
趣
旨
に
基
づ
い
て
お
り
、「
蓋
し
地
方

庶
政
の
振
興
を
促
し
、
一
般
地
方
の
発
達
を
図
る
は
、
国
民
の
健
全
な
る
思
想
と

特
有
の
微
風
と
を
涵
養
す
る
よ
り
先
な
る
は
莫
し
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
神
社

「
崇
敬
」を
致
し
、「
近
来
世
人
敬
神
の
風
漸
く
厚
き
を
加
へ
た
る
に
方
り
、
益
々

意
を
神
社
の
施
設
、
神
職
の
養
成
に
致
さ
れ
ん
こ
と
を
期
」
す
こ
と
を
国
民
に
強

要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
連
の
神
社
「
崇
敬
」
の
強
要
の
「
演

示
」
は
「
尚
将
来
に
向
て
一
般
人
士
が
信
奉
す
る
宗
教
の
各
機
関
を
し
て
益
々
其

の
力
を
此
に
致
さ
し
め
、以
て
教
化
補
導
の
実
を
完
う
せ
し
め
ら
れ
む
こ
と
を
期
」

す
と
こ
ろ
に
そ
の
本
意
が
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
前
年
に
発
覚
し
た

と
さ
れ
、
こ
の
年
の
一
月
に
首
謀
者
と
さ
れ
た
幸
徳
秋
水
ら
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ

た
大
逆
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
６
）

大
逆
事
件
は
、「
我
々
青
年
を
囲
繞
す
る
空
気
は
、
今
や
も
う
す
こ
し
も
流
動
し

な
く
な
っ
た
。
強
権
の
勢
力
は
普
く
国
内
に
行
わ
た
っ
て
い
る
」
と

（
７
）

石
川
啄
木
が

冷
静
に
分
析
し
た
よ
う
な
冷
湿
な
雰
囲
気
を
社
会
全
体
に
及
ぼ
し
た
。社
会
を「
囲

繞
す
る
」「
強
権
の
勢
力
」は
現
内
閣
の
方
針
に
沿
っ
て
、
社
会
に
対
し
て
は
具
体

的
に
は
神
社
崇
拝
を
人
々
に
強
要
す
る
が
ご
と
き
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
柏
木
は
こ
う
し
た
あ
り
か
た
に
対
し
て
は
「
白
昼
に
出
た
幽
霊
の
や
う
な
物

で
今
更
引
つ
込
む
に
も
き
ま
り
が
わ
る
く
宇
宙
に
さ
ま
よ
ふ
て
居
る
」よ
う
な「
国

民
を
馬
鹿
に
し
て
世
界
の
大
勢
を
顧
み
な
い
」
も
の
、
と
評
し
た
（『
月
報
』
第
一

六
二
号
、
一
九
一
二
）。
そ
こ
で
は「
祖
先
紀
念
だ
と
か
敬
神
の
念
の
涵
養
だ
と
か

最
も
ら
し
き
理
屈
を
付
会
し
て
い
る
の
だ
が
」、あ
ら
た
め
て
そ
の
神
社
と
は
何
か

と
い
う
問
題
を
設
け
て
い
る
。

（
８
）

柏
木
は
神
社
と
は
何
物
で
あ
る
か
、
と
問
い
な
が
ら
そ
の
「
祭
神
」
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
曰
く
、
第
一
に
「
神
代
の
神
話
的
諸
神
」
で
、「
あ
っ
た
者
か
な
か

つ
た
者
か
」
わ
か
ら
ぬ
存
在
、
第
二
に
、
応
神
天
皇
の
八
幡
宮
、
菅
原
道
真
の
天

満
宮
な
ど
の
よ
う
な「
史
的
人
物
」、
第
三
に
、
動
植
物
、
山
川
其
の
他
自
然
現
象

の
よ
う
な「
自
然
物
」、
そ
し
て
第
四
に
、
器
物
石
鏃
の
類
、
甚
し
き
は
生
殖
器
な

ど
も
含
む
「
庶
物
」
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
「
祭
神
」
の
分
析
を
通
じ
て
、

「
神
社
」
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く

こ
の
と
き
の
柏
木
の
本
意
は
、「
神
社
」
や
「
神
社
」
崇
拝
に
つ
い
て
否
定
的
に
論

じ
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
神
社
」
お
よ
び
「
神
社
」
崇
拝
（
強
制
）

に
よ
っ
て
顕
在
化
し
て
く
る
「
神
社
」
の
本
質
を
暴
露
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
柏
木
が
そ
こ
で
二
つ
の
事
実
を
挙
げ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
天
満
宮
の
本
家
た
る
太
宰
府
天
満
宮
の
御
神
体
は
道
真
公
の

木
像
で
は
な
く
て
法
華
経
八
巻
で
あ
つ
た
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
日
本
人
中
信
仰
最

も
広
き
讃
岐
の
琴
平
神
社
」
の
祭
神
が
未
だ
不
明
で
あ
り
、
神
官
と
僧
侶
と
の
あ

い
だ
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
訴
訟
が
起
こ
り
、
高
名
な
仏
教
学
者
で
あ
っ
た
高
楠

順
次
郎
博
士
の
鑑
定
に
よ
っ
て
そ
の
神
は
イ
ン
ド
の
、
仏
法
守
護
の
神
で
あ
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
官
側
で
は
な
お
、
大
物
主
神
、
素

盞
嗚
尊
に
崇
神
天
皇
を
合
祀
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
や
ま
な
い
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
仏
・
神
の

論
争

は
、
柏
木
に
と
っ
て
、
た
だ
の
「
祭
神
」
の
素

性
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
な
く
、「
あ
つ
た
者
か
な
か
つ
た
者
か
」わ
か
ら
な
か
っ
た

り
、「
少
し
も
偉
人
紀
念
や
敬
虔
の
念
の
涵
養
」な
ど
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
体
の

「
祭
神
」
と
紛
れ
た
り
し
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
本
質
的
な
攻
撃
を
目
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
は
柏
木
に
お
い
て
け
っ
し
て
浅
か
ら
ぬ

縁
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
右
の
「
神
社
崇
拝
」
の
な
か
で
、「
先
づ
淫
祀
を
破
壊
し
然
る
後
ち
神
社

崇
拝
の
訓
示
を
出
す
」
と
い
う
「
大
英
断
」
を
求
め
る
箇
所
に
傍
点
を
付
し
た
。

こ
こ
で
求
め
ら
れ
た
「
大
英
断
」
と
は
、「
神
社
崇
拝
」
を
国
民
に
強
制
し
よ
う
と

し
て
い
る
国
家
権
力
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
ず
「
淫
祀
」
の
破
壊
が

先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
に
は
、「
淫
祀
」と
同
一
化
し
て
な
ん
ら
恥

じ
て
い
な
い
仏
教
側
へ
の
視
線
が
あ
っ
た
。
端
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
体
た
ら
く

の
「
神
社
」
あ
る
い
は
神
道
と
同
一
化
、
な
い
し
同
一
線
上
で
小
競
り
合
い
を
や

め
な
い
仏
教
は
、
そ
れ
で
仏
教
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
、
と
い
う
柏

木
の
発
す
る
大
き
い
問
い
が
見
え
て
く
る
。

じ
つ
は
こ
の
問
い
は
、
か
つ
て
の
親
鸞
の
嘆
き
と
別
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

親
鸞
曰
く
「
五
濁
増
の
し
る
し
に
は
／
こ
の
世
の
道
俗
こ
と
〴
〵
く
／
外
儀
は
仏

教
の
す
が
た
に
て
／
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」、「
か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の
／
良

時
吉
日
え
ら
ば
し
め
／
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
／
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
」

な
ど
。

（
９
）

こ
こ
に
言
う
「
外
道
」
と
は
、
仏
教
以
外
の
教
え
、
の
意
で
あ
る
か
ら
、

親
鸞
は
当
時
の
「
道
俗
」（
僧
侶
お
よ
び
在
俗
信
者
）
が
仏
教
徒
を
称
し
な
が
ら
、

仏
教
以
外
の
教
え
を
奉
じ
て
い
る
こ
と
（
お
そ
ら
く
、
具
体
的
に
は
、
念
仏
の
徒

が
念
仏
以
外
の
教
え
に
陥
落
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
を
嘆

い
た
の
で
あ
る
。
今
の
柏
木
の
告
発
と
同
じ
で
あ
る
。
柏
木
は
意
識
的
に
か
無
意

識
的
に
か
か
つ
て
の
親
鸞
の
嘆
き
を
共
有
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
柏
木
に
お
い

て
親
鸞
は
間
違
い
な
く
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
「
淫
祀
」
に
つ
な
が
る
「
神
社
」
に
は
、
古
来
「
伊
勢
や
其
の
他

有
名
な
神
社
の
あ
る
所
は
亦
遊
郭
が
盛
ん
で
淫
風
の
揚
が
る
所
」
で
も
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
倫
理
を
重
要
視
す
る
組
合
教
会
の
本
来
の
趣
旨
と
真
っ

向
か
ら
対
決
す
る
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
。

平
田
東
助
内
相
の
「
演
示
」
は
、
さ
き
の
引
用
に
続
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述

べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

古
来
幾
多
の
宗
教
家
に
し
て
世
道
人
心
救
済
の
為
め
身
を
忘
れ
百
難
千
苦
を

意
と
せ
ず
し
て
其
の
事
に

ひ
し
者
あ
り
し
は
最
も
敬
嘆
す
べ
き
所
な
り
。

今
や
国
家
思
想
の
啓
発
並
国
民
道
徳
の
涵
養
は
更
に
一
層
宗
教
家
の
努
力
に

俟
つ
べ
き
も
の
あ
る
は
各
位
の
倶
に
認
む
る
所
、
其
の
平
素
意
を
此
の
点
に

用
ひ
ら
る
る
は
深
く
信
ず
る
所
な
り
と
雖
も
、
尚
将
来
に
向
て
一
般
人
士
が

信
奉
す
る
宗
教
の
各
機
関
を
し
て
益
々
其
の
力
を
此
に
致
さ
し
め
、
以
て
教

化
輔
導
の
実
を
完
う
せ
し
め
ら
れ
む
こ
と
を
期
せ
ら
れ
た
し
。

で
あ
る
。

こ
の
長
い
文
章
は
端
的
に
は
、「
国
家
思
想
の
啓
発
」
と
「
国
民
道
徳
の
涵
養
」

を
「
宗
教
家
」
に
よ
る
国
民
教
化
に
期
待
す
る
と
い
う
国
家
意
思
を
表
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
宗
教
家
」
に
は
、
文
脈
上
右
の
柏
木
の
よ
う
な
人
物
、

そ
し
て
親
鸞
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
ご
と
き
人
物
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
柏
木
と
対
立
し
た
も
の
は
神
社
崇
拝

を
強
要
す
る
国
家
権
力
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
事
実
上
同
調
し
て
い
る
仏
教
界

の
大
勢
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

内
閣
の
「
演
示
」
と
し
て
表
明
さ
れ
た
国
家
意
思
は
、
大
逆
事
件
の
主
犯
と
さ

れ
た
幸
徳
秋
水
ら
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
直
後
の
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
、
国
民
全

体
に
対
し
て
そ
の
権
力
意
思
を
見
せ
付
け
、
国
家
へ
の
恭
順
を
誓
わ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
採
ら
れ
た
具
体
的
方
策
が
、
国
民
へ

の
神
社
崇
拝
の
強
要
、
そ
し
て
広
く
「
宗
教
家
」
に
対
す
る
国
民
の
「
教
化
輔
導
」

の
要
請
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
柏
木
も
「
宗
教
家
」
の
ひ
と
り
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
当
然
、
国
家
か
ら
こ
う
し
た
要
請
を
受
け
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

そ
の
回
答
が
右
の
文
章
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
「
旧
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慣
習
旧
思
想
旧
感
情
の
維
持
者
た
る
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
打
破
せ
ざ
る
可
ら
ざ

る
な
り
」
と
い
う
柏
木
の
主
張
は
、
た
ん
に
「
旧
慣
習
旧
思
想
旧
感
情
」
ゆ
え
に

仏
教
を
批
判
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
範
囲
に
日
本
の
歴

史
に
流
布
し
て
き
て
い
る
、
神
道
と
習
合
し
た
仏
教
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
国
家
権
力
を
も
批
判
の
射
程
に
入
れ
た
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
。

三

仏
教
批
判
の
心
裡

柏
木
は
大
逆
事
件
を
こ
と
の
ほ
か
重
大
視
し
た
。
右
の
『
月
報
』
第
一
六
二
号

に
は
、「
逆
徒
の
死
生
観
」
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
幸
徳
秋
水
と
松
尾
卯
一
太
（
柏
木

は
松
尾
の
名
を
「
卯
平
太
」
と
誤
記
し
て
い
る
）
の
「
死
生
観
」
を
伊
藤
証
信
主

筆
の
『
無
我
愛
』（
正
確
に
は
『
無
我
の
愛
』）
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
引
用
し

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
柏
木
に
よ
れ
ば
松
尾
は「
神
、
如
来
、
阿
弥
陀
な
る
語
」

を
「
交
錯
し
て
」
使
っ
て
い
る
が
、「
其
の
信
仰
の
対
境
た
る
如
来
は
亦
神
即
ち
基

督
の
天
父
に
外
な
ら
な
い
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
て
松
尾
に
触
発
さ
れ
て
「
神
、

仏
、
阿
弥
陀
」と
題
し
た
一
文
を
草
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
柏
木
は
、「
ロ
イ
ド

博
士
」
こ
と
ア
ー
サ
ー
・
ロ
イ
ド
（A

rth
u
r L

lo
y
d

、
一
八
五
二
〜
一
九
一
一
）

の
著
書
の
内
容
に
言
及
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
を
対
比
し
て
い
る
。
こ

の
「
ロ
イ
ド
博
士
」
は
立
教
学
院
の
初
代
総
理
を
務
め
た
英
国
教
会
の
司
祭
で
、

仏
教
を
西
洋
世
界
に
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
。

松
尾
は
妻
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、「
小
共（
長
男
で
あ
る
七
歳
の

司
郎
の

こ
と
）
心
に
も
や
が
て
神
を
求
め
如
来
を
頼
む
心
に
て
は
候
は
ず
や
」「
御
身
（
妻

を
さ
す
）
よ
恨
み
る
こ
と
勿
れ
こ
ゝ
に
神
あ
り
こ
ゝ
に
如
来
あ
り
こ
ゝ
に
救
済
あ

る
に
候
は
ず
や
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
柏
木
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、

用
語
が
「
交
錯
」
し
て
は
い
る
が
、
結
局
は
松
尾
の
信
仰
の
対
象
は
キ
リ
ス
ト
教

の
神
で
あ
る
、
と
解
し
た
。

柏
木
は
、「
神
に
も
吾
人
の
識
り
得
る
所
と
識
り
得
ざ
る
所
と
が
あ
る
」と
言
い
、

後
者
、
す
な
わ
ち
「
識
り
得
ざ
る
神
」
を
仏
教
で
は
「
真
如
法
身
」
と
い
う
、
と

す
る
。
こ
れ
は
「
宇
宙
の
本
体
、
真
理
の
極
致
で
あ
つ
て
抽
象
的
実
在
」
で
あ
り
、

我
々
の
前
に
は
物
と
心
と
の
二
つ
の
現
わ
れ
か
た
を
と
り
、
物
で
は
な
く
人
格
と

い
う
相
を
も
っ
た
心
こ
そ
「
宇
宙
の
心
が
取
っ
た
霊
的
実
体
で
あ
る
」「
法
身
」
で

あ
る
、
と
。
さ
ら
に
こ
の
「
法
身
」
は
「
法
性
法
身
」
と
「
方
便
法
身
」
と
に
分

か
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
う
ち
「
法
性
法
身
」
と
は
不
可
知
、
不
可
蝕
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
「
有
限
の
人
間
に
適
令
せ
し
む
る
や
う
に
す
る
の
を
方
便
と
云
ひ
人
間
の

形
を
以
て
顕
は
し
た
る
霊
的
実
体
を
方
便
法
身
」と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
永
遠
の

真
如
法
身
が
法
性
身
と

（
マ
マ
）

な
り
方
便
法
身
と
な
り
更
に
化

身

インカアネーションし
て
法
蔵
比
丘
と

な
つ
た
の
で
あ
る
」、
と
。
柏
木
は
あ
た
か
も
当
た
り
前
の
説
の
ご
と
く
二「
法
身
」

説
を
唱
え
て
い
る
が
、
実
は
、
法
身
を
法
性
と
方
便
の
「
二
種
法
身
」
と
し
て
解

す
る
説
は
、
厳
密
に
は
、
北
魏
の
曇
鸞
（
生
没
年
不
詳
）
の
『
往
生
論
註
』
に
よ

る
浄
土
真
宗
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。
曰
く
「
諸
仏
菩
薩
有
二
種
法
身
、
一
者
法
性

法
身
、
二
者
方
便
法
身
…
…
」
で

（
10
）

あ
る
。
親
鸞
は
、
自
ら
の
信
仰
の
祖
と
し
て
七

人
の
先
達
（「
七
高
僧
」）
を
挙
げ
て
い
る
。
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
竜
樹
、
天
親
（
世

親
）
に
つ
い
で
挙
げ
ら
れ
る
の
が
震
旦
（
中
国
）
の
曇
鸞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

曇
鸞
自
身
は
本
来
浄
土
真
宗
の
み
に
特
化
し
た
祖
師
で
は
な
い
が
、
教
理
的
に
は

浄
土
真
宗
独
自
の
祖
師
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
柏
木
の

「
神
、
仏
、
阿
弥
陀
」
と
題
し
た
文
章
は
い
か
に
読
め
ば
よ
い
の
か
。

最
初
に
新
約
聖
書
「
約
翰
伝
第
一
章
」
の
冒
頭
の
有
名
な
箇
所
、「
太
初
に
道
あ

り
道
は
神
と
偕
に
あ
り
道
は
即
ち
神
な
り
…
…
」（
現
行
の
新
共
同
訳
新
約
聖
書
の

「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
で
は
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ
っ

た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
。
…
…
」
で
あ
る
）
に
よ
り
、
神
に
も
「
吾
人
の
識
り
得

る
所
と
識
り
得
ざ
る
所
が
あ
」
り
、
こ
の
後
者
こ
そ
「
真
如
法
性
」、「
法
性
」
は

「
法
身
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
法
性
法
身
」
と
「
方
便
法
身
」
と
の
二
つ
が
あ

る
…
…
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
「
真
如
法
性
」
が
「
化
身
」
し
て
法
蔵
比
丘

（
阿
弥
陀
如
来
の「
因
位
」、
す
な
わ
ち
前
身
の
菩
薩
）と
な
っ
た
と
い
う
箇
所
で
、

「
化
身
」
に
「
イ
ン
カ
ア
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
右
訓
を
付
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
イ
ン
カ
ア
ネ
ー
シ
ョ
ン
」（in

ca
rn
a
tio
n

）と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
か
た
に

お
い
て
、「
言
」
が
「
神
」
そ
し
て
「
イ
エ
ス
」
と
な
っ
て
形
を
と
っ
た
こ
と
を
い
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い
、「
受
肉
」
と
訳
さ
れ
る
。
柏
木
は
「
真
如
法
性
」
が
法
蔵
比
丘
と
な
っ
た
こ
と

を
「
受
肉
」
と
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
法
蔵
の
果
位
で
あ
る
「
無

量
寿
」「
無
碍
光
」（
阿
弥
陀
の
こ
と
）
の
法
身
仏
が
無
智
盲
昧
の
衆
生
を
憐
れ
ん

で
救
お
う
と
自
ら
を
空
し
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
新
約
聖
書
「
腓
立
比
書
二
章

六
節
以
下
」
の
「
彼
は
神
の
体
に
て
居
り
し
か
ど
も
自
ら
其
神
と
匹
し
く
あ
る
所

の
事
を
棄
て
難
き
こ
と
ヽ
思
は
ず
反
て
己
を
虚
し
く
し
僕
の
貌
を
取
り
て
人
の
如

く
な
れ
り
…
…
」（
現
行
の
新
共
同
訳
新
約
聖
書
の「
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」

で
は
「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
神
と
等
し
い
者
で
あ
る
こ
と
に

固
執
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
自
分
を
無
に
し
て
、
僕
の
身
分
に
な
り
、

人
間
と
同
じ
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
…
…
」
で
あ
る
）
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
に

も
拘
わ
ら
ず
、
王
位
を
棄
て
て
法
蔵
比
丘
と
な
り
、
誓
願
を
立
て
て
長
い
修
行
の

果
て
に
極
楽
浄
土
を
建
立
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ

の
ま
ま
イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
。
曰
く
「
要
す
る
に
法﹅
身﹅

仏﹅
は
神﹅
応﹅
身﹅
仏﹅
即
ち
化
身
仏
た
る
法
蔵
比
丘
は
道（
こ
と
ば
）、
肉
体
と
成
り
た
る

ナ
ザ
レ
の
耶

◎

蘇

◎

、
報﹅
身﹅
仏﹅
即
ち
西
方
浄
土
に
還
帰
し
た
る
阿
弥
陀
は
天
に
挙
げ
ら

れ
た
る
栄
光
の
主
基◎
督◎
に
比
す
べ
き
で
あ
る
」、
と
。
こ
の
よ
う
に
あ
っ
け
な
い
ほ

ど
簡
単
に
、
法
蔵
比
丘
・
阿
弥
陀
と
イ
エ
ス
・
神
と
を
対
比
し
て
み
せ
る
。
そ
し

て
「
法
蔵
比
丘
の
話
は
神﹅
が﹅
人﹅
間﹅
を﹅
救﹅
は﹅
ん﹅
に﹅
は﹅
必﹅
ず﹅
人﹅
間﹅
と﹅
な﹅
り﹅
人﹅
間﹅
と﹅
し﹅
て﹅

苦﹅
し﹅
み﹅
労﹅
し﹅
人﹅
間﹅
に﹅
在﹅
て﹅
罪﹅
と﹅
死﹅
と﹅
に﹅
勝﹅
ち﹅
信﹅
仰﹅
に﹅
由﹅
て﹅
救﹅
は﹅
る﹅
の﹅
道﹅
を﹅
人﹅
間﹅
の﹅

為﹅
に﹅
開﹅
か﹅
ざ﹅
る﹅
可﹅
ら﹅
ず﹅
と
の
人
心
最
深
最
奥
の
要
求
を
発
表
し
而
し
て
其
が
事
実

と
な
つ
て
基
督
に
於
て
顕
は
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
ま
で
言
う
。
尤
も
右

の
柏
木
説
は
、
ロ
イ
ド
の
「
外
観
よ
り
見
れ
ば
基
督
に
在
る
神
、
阿
弥
陀
に
在
る

仏
と
異
な
る
様
に
見
ゆ
る
け
れ
ど
深
く
其
根
抵
に

（
マ
マ
）

入
れ
ば
一
な
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
」と
い
う
見
解
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ロ
イ
ド
は
、

大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
の
は
「
紀
元
一
世
紀
頃
の
事
」
な
の
で
、
仏
教
が
キ
リ
ス

ト
教
の
考
え
か
た
に
「
感
化
」
さ
れ
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
。

柏
木
は
こ
の
論
考
の
最
後
に
「
此
篇
は
故
ロ
イ
ド
博
士
の
著
に
負
ふ
所
多

し
」
と

（
11
）

言
っ
て
い
る
の
で
、
ロ
イ
ド
の
考
え
か
た
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
い
う
事
情

は
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
に
も
単
純
に
法
蔵
・
阿
弥
陀
と
イ
エ
ス
・
神
と
を
対
比

し
て
い
る
こ
と
に
お
ど
ろ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
柏
木
の
単
純
す
ぎ
る
両
者

の
対
比
に
驚
く
こ
と
に
先
ん
じ
て
、
柏
木
が
そ
れ
ほ
ど
い
ま
だ
に
阿
弥
陀
仏
か
ら

遠
ざ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
く
ら
ロ
イ
ド

の
説
が
柏
木
に
と
っ
て
有
用
な
い
し
魅
力
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で

安
易
に
両
者
を
対
比
し
て
共
通
点
を
列
挙
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
意

味
で
か
な
り
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
柏
木
の
従
来
の
考
え
と
ど
の

よ
う
に
合
理
的
に
解
釈
し
得
る
か
、
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
柏
木
の
仏
教
批
判
は
複
雑
で
あ
る
。
仏
教
に
対
し
て
全
面
的
に
、

あ
る
い
は
あ
る
部
分
に
特
化
し
て
批
判
、
攻
撃
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
き
わ
め

て
独
特
な
筆
致
に
よ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
界
の
ロ
イ
ド
の
仏
教
解
釈
を
援
用
す
る

の
は
柏
木
の
立
場
か
ら
し
て
不
思
議
で
は
な
い
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
法
蔵
菩

薩
・
阿
弥
陀
仏
と
イ
エ
ス
・
神
と
の
関
係
の
対
比
、
そ
し
て
こ
の
両
者
が
一
体
で

あ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
に
急
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
論
を
展
開
す
る
の
に
浄
土
真
宗

の
教
理
を
用
い
る
の
は
柏
木
の
独
擅
場
と
い
え
る
の
だ
が
、
問
題
は
そ
こ
に
止
ま

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
論
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教
に
対
す
る
優
位

を
論
じ
る
の
に
浄
土
真
宗
の
教
理
を
用
い
た
の
か
、
と
い
う
そ
の
奥
に
あ
る
さ
ら

な
る
疑
問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
比
較
宗
教
学
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
方
便
法

身
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
た
、
と
い
う
浄
土
教
学
の
浄
土
真
宗
的
、
あ
る
い
は
親
鸞

的
理
解
と
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
を
、
一
見
似
て
い
る
こ
と
を
以
て
同
列
に
論
じ
る

こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
し
か
し
要
す
る
に
、
柏
木
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
論
、

キ
リ
ス
ト
の
受
肉
を
親
鸞
的
な
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
、
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。

四

仏
教
批
判
の
実
際

日
記
の
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
六
月
十
一
日
条
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
。
こ
の
日
は
日
曜
日
で
、
安
中
教
会
の
礼
拝
に
出
席
す
る
た
め
に
横
浜
か

ら
郷
里
安
中
に
帰
っ
た
湯
浅
治
郎
を
囲
ん
で
、
お
そ
ら
く
礼
拝
後
に
語
り
合
っ
て

い
る
。
湯
浅
は
そ
こ
で
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
、
小
崎
弘
道
、
松
村
介
石
ら
と
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会
合
を
し
た
際
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
題
に
な
っ
た
と
語
っ
た
。「
今
ニ
シ
テ
基
督
教

化
セ
ズ
ン
バ
遂
ニ
日
本
ハ
日
本
教
国
タ
ラ
ザ
ル
可
ク
、

（
マ
マ
）

随
テ
日
本
ノ
運
命
ニ
関
セ

ン
。
松
村
氏
等
モ
旗
幟
鮮
明
ニ
シ
テ
共
ニ
前
進
シ
テ
ハ
如
何
ト
。
海
老
名
氏
ハ
仏

教
ト
ノ
異
同
ヲ
明
ニ
シ
テ
戦
フ
可
シ
ト
云
ハ
レ
タ
リ
」。
彼
ら
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト

教
界
の
指
導
者
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
具
体
的
な
危
機
意
識
の
詳
細
は
わ
か
ら
な

い
も
の
の
、
明
治
末
期
に
お
い
て
大
逆
事
件
の
よ
う
な
日
本
社
会
全
体
を
揺
る
が

す
ご
と
き
、
国
家
・
社
会
の
大
変
動
を
経
験
し
て
ま
だ
間
が
無
い
と
き
、
漠
然
と

は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
危
機
を
身
に
し
み
て
感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
日
、
夜
に
な
っ
て
、
柏
木
は
あ
ら
た
め
て
有
田
屋
に
湯
浅
を
訪
ね
て

さ
ら
に
一
時
間
ほ
ど
語
っ
て
い
る
。
海
老
名
の
こ
と
ば
な
ど
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳

し
く
問
う
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
今
の
日
本
の
国
家
・
社
会
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場

か
ら
危
機
感
を
共
有
し
た
植
村
ら
キ
リ
ス
ト
教
界
の
指
導
者
た
ち
と
と
も
に
、
安

中
に
あ
る
柏
木
も
さ
ら
に
そ
の
危
機
感
を
共
有
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
海
老

名
の
曰
く
「
仏
教
ト
ノ
異
同
ヲ
明
」
す
の
な
ら
ば
、
柏
木
は
、
そ
れ
こ
そ
は
自
身

の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
身
に
し
み
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
末
期
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
側
に
仏
教
と
の
「
異
同
ヲ
明
」
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
課
題
が
キ
リ
ス
ト
教
界
の
内
部
に
浮
上
し
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
世
初
期
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
（
な
い
し
儒
教
な
ど
）
と
の
「
異
同
」

を
明
確
に
し
て
自
ら
の
立
場
を
肯
定
す
る
論
争
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
そ
の

際
、
方
法
は
二
つ
、
も
し
く
は
二
段
階
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
自
ら
の
主
張
を
絶

対
化
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
相
手
側
の
主
張
や
実
態
を
徹
底
的
に
批
判
、
攻
撃
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
柏
木
を
は
じ
め
、
さ
き
の
植
村
ら
キ
リ
ス
ト
教
側
の
人
々
は
、

日
頃
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
立
っ
て
正
統
性
を
主
張
し
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
こ
こ
で
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
は
相
手
た
る
仏
教
側
の
実
態
を
徹
底
的
に
暴
露

し
、
か
つ
そ
の
主
張
を
論
破
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

柏
木
に
よ
る
仏
教
批
判
は
、『
月
報
』
の
第
四
号
（
一
八
九
九
、
明
治
三
十
二
）

に
早
く
も
見
え
て
い
る
。
第
四
号
冒
頭
の
「
上
毛
春
期
婦
人
会
近
づ
け
り
主
に
在

る
上
毛
の
諸
姉
に
告
ぐ
上
毛
婦
人
矯
風
会
諸
姉
に
告
ぐ
」
と
長
い
表
題
の
文
章
中

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
一
夫
一
婦
」
制
こ
そ
「
日
本
の
今
日
程
此
問

題
の
緊
切
重
要
な
る
は
な
か
る
可
し
世
界
の
文
明
国
か
男
女
間
の
頽
廃
我
国
今
日

の
如
き
あ
る
見
よ
」
と
し
て
、「
一
夫
一
婦
」
の
実
現
を
切
望
し
て
い
る
。
し
か
し

現
今
の
日
本
社
会
で
は
「
在
来
の
宗
教
家
公
々
然
破
倫
の
醜
行
を
為
し
て
反
て

揚
々
得
色
あ
る
は
滔
々
た
る
社
会
今
日
の
顕
象
に
非
ず
や
」
と
し
て
具
体
例
を
挙

げ
る
。
そ
れ
は
「
彼
大
谷
派
本
願
寺
法
主
大
谷
光
瑩
の
如
く
多
く
の
妾
あ
り
私
生

児
あ
り
而
し
て
耻
ぢ
ず
幾
千
の
僧
侶
幾
十
万
の
門
徒
亦
之
を
崇
拝
し
て
自
ら
の
良

心
を
羞
か
し
む
男
女
間
風
俗
の
敗
壊
は
特
に
僧
侶
に
甚
し
き
は
争
ふ
可
ら
ざ
る
の

事
実
な
る
に
非
ず
や
…
…
」
で
あ
る
。
大
谷
光
瑩
（
一
八
五
二
〜
一
九
二
三
、
法

主
在
位
は
一
八
八
九
〜
一
九
〇
八
）
と
は
大
谷
派
の
本
願
寺
（
東
本
願
寺
）
第
二

二
世
法
主
（
現
在
の
呼
称
は
「
門
首
」）
で
現
如
を
名
乗
っ
た
人
物
で
あ
る
。
一
八

九
六
年
に
伯
爵
の
爵
位
を
与
え
ら
れ
た
。
光
瑩
師
の
醜
行
は
当
時
た
い
へ
ん
有
名

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
い
く
つ
も
の
新
聞
な
ど
で
揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
柏

木
が
右
の
論
説
を
書
い
た
と
き
、
光
瑩
師
は
東
本
願
寺
法
主
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

と
り
わ
け
そ
の
言
動
が
さ
か
ん
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
え
る
。

（
12
）

た
だ
柏
木
の
こ
う
し
た
論
調
が
た
ん
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
暴
露
に
終
わ
っ
て
い

な
い
の
は
、
光
瑩
師
や
か
つ
て
の
蓮
如
な
ど
の
行
跡
を
目
の
敵
の
ご
と
く
あ
げ
つ

ら
う
こ
と
だ
け
に
終
始
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た「
貞

潔
の
乱
れ
」
は
昨
今
の
問
題
で
は
な
い
根
の
深
い
問
題
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は

長
く
我
国
風
教
の
維
持
者
た
り
し
儒
教
は
蓄
妾
を
是
認
し
仏
教
は
出
世
間
の

教
と
し
て
甚
だ
倫
理
を
重
ん
ぜ
ず
若
し
之
を
重
し
と
せ
ば
唯
所
謂
世﹅
間﹅
通﹅
途﹅

の﹅
義﹅
に﹅
準﹅
ず﹅
る﹅
の﹅
み﹅
故
に
世
間
に
蓄
妾
の
風
あ
れ
ば
亦
随
て
其
流
潮
に
伴
う

の
み
去
れ
ば
一
方
に
妻
帯
を
禁
じ
て
家
を
成
さ
ざ
る
の
他
宗
あ
れ
ば
他
方
に

は
妻
帯
を
許
す
と
共
に
多
妻
亦
必
ず
し
も
非
と
せ
ざ
る
真
宗
あ
る
な
り

と
い
う
歴
史
的
背
景
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓮
如
や
光
瑩

師
ら
の
「
多
妻
主
義
」
的
傾
向
も
、
彼
ら
自
身
の
倫
理
性
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
問

題
で
は
な
く
、
歴
史
の
な
か
で
浄
土
真
宗
自
体
が
も
っ
て
い
た
そ
の
歴
史
性
の
所

産
で
あ
る
、
と
い
う
広
い
視
覚
を
も
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
儒
教
と
云
へ
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神
道
と
云
へ
仏
教
と
云
へ
歴
史
上
家
庭
を
粛
清
し
風
紀
を
正
す
の
権
威
な
き
は
実

に
由
々
敷
国
家
の
大
事
」
で

（
13
）

あ
る
、
と
ま
さ
に
彼
ら
僧
侶
の
醜
行
は
個
人
的
な
こ

と
が
ら
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
・
社
会
の
問
題
あ
る
い
は
歴
史
の
問
題
と
し
て

一
般
化
、
構
造
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
大
谷
某
な
ど
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
醜
行
に
奔
る
の
は
個
人
の
問

題
で
あ
る
と
と
も
に
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
法
主
」
の
制
度
自
体
に
そ
の
淵
源

が
あ
る
、と
歴
史
の
な
か
に
日
本
の
仏
教
の
構
造
的
問
題
を
探
り
あ
て
た
。『
月
報
』

第
一
八
九
号
（
大
正
三
）
の
「
雞
肋
漫
筆
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
西
本
願
寺
改
革

派
の
意
見
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
「
宗・
門・
根・
柢・
の・
革・
新・
は・
血・
脈・
相・
承・
の・
根・

本・
的・
否・
定・
に・
在・
り・
…
…
法・
主・
神・
聖・
説・
は・
過・
去・
の・
迷・
夢・
也・
…
…
血﹅
の﹅
流﹅
は﹅
人﹅
格﹅
の﹅
流﹅

に﹅
非﹅
ず﹅
し﹅
て﹅
而﹅
も﹅
之﹅
を﹅
以﹅
て﹅
宗﹅
教﹅
的﹅
神﹅
聖﹅
と﹅
為﹅
す﹅
も﹅
の﹅
は﹅
却﹅
て﹅
其﹅
堕﹅
落﹅
を﹅
示﹅
す﹅
も﹅

の﹅
な﹅
り﹅
」
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
背
景
と
し
て
、
当
時
、
い
わ
ゆ
る
大
谷
探
検
隊

を
組
織
し
て
中
国
西
域
に
仏
教
遺
跡
の
探
索
を
行
っ
た
大
谷
光
瑞
（
西
本
願
寺
第

二
二
世
法
主
、
鏡
如
を
名
乗
っ
た
。
一
八
七
六
〜
一
九
四
八
）
が
多
額
の
費
用
を

捻
出
す
る
た
め
、
西
本
願
寺
に
伝
来
し
た
文
化
財
を
売
却
し
た
、
と
い
う
疑
惑
が

挙
が
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
か
く
し
て
法
主
と
は
光
瑩
師
に
し
ろ
光
瑞
師
に
し

ろ
神
聖
な
ど
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

柏
木
は
、
か
く
し
て
浄
土
真
宗
に
潜
む
最
大
の
結
節
点
で
あ
る
「
血
」
の
問
題

の
意
味
を
正
当
に
解
き
明
か
し
た
。
こ
れ
は
大
谷
派
寺
院
の
出
身
で
あ
る
柏
木
自

身
に
と
っ
て
は
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
、
ま
さ
に
「
血
」
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
。

浄
土
真
宗
自
体
を
批
判
、
ま
し
て
や
否
定
す
る
の
で
は
な
い
、
柏
木
に
と
っ
て
本

来
あ
る
べ
き
浄
土
真
宗
の
姿
を
そ
う
で
な
い
も
の
に
し
て
い
る
も
の
を
厳
し
く
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
谷
某
や
蓮
如
、
ひ
い
て
は
清

沢
満
之
ま
で
も
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
自
身
は
そ
こ

に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
親
鸞
以
後
の
「
本
願
寺
」
の
流
れ
の
な
か
で
、
親

鸞
を
親
鸞
た
ら
し
め
ざ
る
も
の
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
親

鸞
を
批
判
す
る
こ
と
は
今
の
柏
木
の
任
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
14
）

そ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、敢
て
ロ
イ
ド
の
説
を
肯
定
的
に
援
用
す
る
意
図
が
了
解
で
き
る
。

方
法
論
と
し
て
多
少
な
ら
ざ
る
問
題
を
内
包
し
て
い
る
ロ
イ
ド
の
仏
教
研
究
を
、

柏
木
は
自
身
の
考
え
る
あ
る
べ
き
浄
土
仏
教
の
あ
り
よ
う
を
描
く
た
め
に
有
用
な

も
の
と
し
て
受
容
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
親
鸞
的
な
も
の
は

そ
れ
ほ
ど
の
衝
突
な
し
に
そ
の
ま
ま
キ
リ
ス
ト
に
連
続
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
。

お
わ
り
に

明
治
末
期
の
柏
木
義
円
は
、
仏
教
批
判
を
自
ら
の
使
命
と
し
て
課
し
た
。
親
鸞

や
そ
の
教
説
を
批
判
の
対
象
と
は
せ
ず
に
、
親
鸞
を
親
鸞
た
ら
し
め
ざ
る
も
の
を

批
判
し
た
の
で
あ
る
。
柏
木
に
は
親
鸞
は
キ
リ
ス
ト
に
繫
が
っ
て
み
え
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
い
。
柏
木
な
り
の
厳
し
い
分

別
の
う
え
に
な
さ
れ
た
、
彼
岸
を
見
据
え
た
狭
い
白
道
で
あ
っ
た
｜
た
だ
道
の
向

こ
う
に
見
え
た
の
は
、「
二
河
白
道
」の
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
、「
神
」で
は
な
か
っ

た
か
。

柏
木
よ
り
も
も
っ
と
判
然
と
、
も
っ
と
強
烈
に
親
鸞
・
阿
弥
陀
仏
か
ら
キ
リ
ス

ト
へ
展
開
し
て
い
っ
た
人
物
に
亀
谷
凌
雲
（
一
八
八
八
〜
一
九
七
三
）
が
い
る
。

柏
木
よ
り
も
三
〇
歳
ほ
ど
年
少
の
亀
谷
は
富
山
の
由
緒
あ
る
浄
土
真
宗
寺
院
（
大

谷
派
）
の
住
職
を
勤
め
、
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
て
牧
師
と
な
っ
た
。
の

ち
郷
里
富
山
市
近
郊
に
教
会
を
開
き
、
よ
り
力
強
く
仏
・
基
の
比
較
の
上
に
た
っ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
っ
て
熱
心
な
伝
道
を
行
っ
た
。『
月
報
』に
お
い
て
は
第
二
二

八
号
に
亀
谷
の
主
宰
し
た
個
人
伝
道
誌
『
十
字
架
』
か
ら
初
め
て
引
用
さ
れ
た
。

こ
れ
以
後
、『
月
報
』
に
は
『
十
字
架
』
な
ど
亀
谷
の
文
章
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
大
正
期
以
後
の
柏
木
に
お
い
て
は
亀
谷
を
必
要
と
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
柏
木
義
円
に
お
け
る
明
治
か
ら
大
正
へ
の
移
り
行

き
で
あ
っ
た
。

註１
）

正
式
名
称
は
「
真
宗
大
谷
派
」
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
行
論
の
都
合
上
「
浄

土
真
宗
大
谷
派
」
と
表
記
す
る
。

２
）

一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
九
月
二
十
二
日
の
日
記
に
、
前
後
の
脈
絡
は
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不
明
な
が
ら
も
「
御
威
光
で
三
千
世
界
手
に
入
ら
ば
極
楽
浄
土
我
に
玉
は
れ
」

と
い
う
戯
れ
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
翌
一
九
一
〇
年
七
月
三
十
日
条
に
、

こ
れ
も
前
後
の
脈
絡
は
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
著
名
な
関
東
武
士
で
、

法
然
の
弟
子
と
な
り
念
仏
の
信
仰
を
得
た
蓮
生
こ
と
熊
谷
直
実
の
歌
と
い
う

「
浄
土
に
も
剛
の
者
と
や
沙
汰
す
ら
ん
西
に
向
ひ
て
背
み
せ
ね
ば
」（
な
お『
国

歌
大
観
』
に
は
見
え
な
い
）
を
書
き
こ
ん
で
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
何
か
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と

も
「
眼
差
し
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
以
下
、

柏
木
の
日
記
に
つ
い
て
は
、
飯
沼
二
郎
・
片
野
真
佐
子
編
『
柏
木
義
円
日
記
』

（
一
九
九
八
、
行
路
社
）、
片
野
真
佐
子
編
・
解
説
『
柏
木
義
円
史
料
集
』（
二

〇
一
四
、
行
路
社
）
に
よ
っ
た
。

柏
木
の
「
眼
差
し
」
あ
る
い
は
、
出
自
へ
の
意
識
に
つ
い
て
、
伊
谷
隆
一
は

「
越
後
の
武
士
待
遇
の
僧
門
の
出
で
あ
る
義
円
に
、
武
士
的
エ
ト
ス
は
脈
々
と

あ
っ
た
」（「
回
帰
と
憂
憤
の
は
て
」
同
『
回
帰
と
憂
憤
の
は
て
』
国
文
社
、
一

九
七
一
所
収
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
全
く
賛
同
で
き
な
い
。
柏
木
に

は
自
身
を
武
士
の
出
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
は
お
そ
ら
く
皆
無
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
ま
た
武
士
待
遇
云
々
は
、
近
世
の
藩
を
め
ぐ
る
制
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
近
代
に
生
き
た
人
物
の
自
意
識
を
同
一
化
さ
せ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
手

続
き
が
必
要
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
二
月
に
刊

行
さ
れ
た
柏
木
の
著
書
『
霊
魂
不
滅
論
』
に
「
日
本
の
武
士
道
の
如
き
も
、
寧

ろ
形
式
的
体
面
に
拘
泥
し
て
、
反
て
人
格
の
尊
貴
を
認
め
な
い
嫌
が
あ
る
」（
第

七
章
）
と
い
う
文
言
も
あ
っ
た
。

３
）

こ
の
「
吾
人
…
…
主
張
す
（
尊
重
す
）」
の
重
畳
表
現
は
、
無
量
寿
経
（
巻
上
）

に
記
さ
れ
た
「
設
我
得
仏
…
…
不
取
正
覚
」
の
形
式
で
阿
弥
陀
仏
の
前
身
た
る

法
蔵
菩
薩
の
誓
願
が
四
十
八
個
続
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
似
て
い
る
、
と

解
す
る
の
は
、
読
み
込
み
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

４
）

原
文
で
は
こ
の
箇
所
に
、「
品
性
の
毀
壊
す
る
」
国
民
と
し
て
「
朝
鮮
国
民
」

「
韓
国
民
」を
挙
げ
て
い
る
。
柏
木
は
日
清
戦
争
時
に
お
い
て
義
戦
を
主
張
し
、

戦
後
に
そ
れ
を
痛
烈
に
自
己
批
判
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
感
情
が
先

走
る
と
き
に
は
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
蔑
視
が
抜
け
が
た
く
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

５
）

『
月
報
』
の
記
事
や
日
記
に
よ
れ
ば
、
柏
木
は
平
生
か
ら
前
橋
教
会
に
所
属

し
た
高
畠
素
之
、
安
中
教
会
よ
り
碓
氷
峠
寄
り
の
原
市
教
会
の
長
加
部
寅
吉
ら

地
域
の
社
会
主
義
者
と
は
し
ば
し
ば
交
流
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

６
）

日
記
の
一
九
一
〇（
明
治
四
十
三
）年
六
月
四
日
条
に
は
、『
上
毛
教
界
月
報
』

の
記
事
の
内
容
に
関
し
て
、
警
察
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
由
の
記
述
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
昨
日
掲
載
ヲ
差
止
メ
タ
ル
幸
徳
氏
等
犯
罪
事
件
ハ
爆
発
物
ヲ
製
造
シ
過

激
ナ
ル
行
動
ヲ
為
サ
ン
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
テ
其
等
ノ
事
丈
掲
載
ヲ
許
ス
ト

ノ
検
事
ヨ
リ
ノ
命
令
ヲ
交
付
ス
ル
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

７
）

石
川
啄
木「
時
代
閉
塞
の
現
状
」（「
日
本
文
学
全
集

12

国
木
田
独
歩

石

川
啄
木
集
」
集
英
社
、
一
九
六
七
年
初
版
）

８
）

こ
の
年
七
月
二
十
四
日
の
日
記
に
「
今
日
学
校
生
徒
熊
野
神
社
ニ
参
拝
ス
。

今
回
ノ
事
ニ
依
リ
、
如
何
ニ
偽
善
ト
猥
涜
ト
信
仰
自
由
侵
犯
ト
ガ
行
ハ
ル
ヽ
カ

知
レ
ズ
、
ア
ヽ
偽
善
国
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
今
回
ノ
事
」
と
は
、

明
治
天
皇
が
重
態
に
陥
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
熊
野
神
社
は
安

中
教
会
の
や
や
東
、
西
広
寺
の
北
側
に
あ
る
。

そ
の
前
日
の
二
三
日
の
条
に
は
「
二
十
日
ヨ
リ
天
皇
陛
下
重
態
ト
ノ
発
表
ア

リ
、
…
…
神
仏
基
先
キ
ヲ
競
フ
テ
祈
願
ス
、
彼
等
ノ
祈
リ
ノ
意
味
如
何
、
基
信

マ
マ
）

仰
如
何
。
聖
上
亦
物
質
法
ノ
下
ニ
服
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
、
…
…
聖
上
ヲ
シ
テ
神
ノ

位
地
ニ
居
ラ
シ
メ
道
義
ノ
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
誰
ゾ
。

嗚
呼
人
世
至
上
ノ
位
地
ニ
在
ル
モ
ノ
ハ
不
幸
ナ
ル
カ
ナ
気
ノ
毒
ナ
ル
カ
ナ
」
と

あ
る
。
天
皇
重
態
化
の
報
を
受
け
て
「
神
仏
基
」
こ
ぞ
っ
て
そ
の
恢
復
を
祈
っ

た
と
い
う
の
だ
が
、
柏
木
は
そ
の
祈
り
の
意
味
を
問
う
て
い
る
。
睦
仁
氏
自
身

の
た
め
に
祈
っ
た
の
か
、
そ
の
「
位
地
」
の
た
め
に
祈
っ
た
の
か
、
と
。
こ
の

よ
う
に
周
囲
か
ら
弄
ば
れ
て
い
る
「
聖
上
」
こ
そ
「
不
幸
」「
気
ノ
毒
」
と
し
て

柏
木
は
「
物
質
法
ノ
下
ニ
服
セ
ザ
ル
可
ラ
」
ざ
る
天
皇
・
睦
仁
個
人
に
至
っ
て

思
い
を
馳
せ
て
い
る
。

９
）

『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
第
七
、
八
首
（『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
所
収
）

10
）

『
往
生
論
註
』
は
天
親
（
世
親
）
の
『
往
生
論
』
に
つ
い
て
曇
鸞
が
付
し
た

注
釈
。
具
名『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生

註
』。
大
正
大
蔵
経
巻
四
〇
、
八
四

一
ペ
ー
ジ
ｂ
。
ま
た
大
原
性
実
『
真
宗
学
概
論
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
〇
）

に
よ
れ
ば
、
如
来
に
つ
い
て
は
「
一
般
仏
教
学
に
お
い
て
は
二
身
説
・
三
身
説
・

四
身
説
等
種
々
に
分
類
さ
れ
て
あ
る
が
、
親
鸞
は
曇
鸞
の
二
種
法
身
の
説
」
に

よ
っ
た
（
二
二
八
ペ
ー
ジ
）。
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11
）

日
記
の
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
八
月
十
四
日
条
に
「
ロ
イ
ド
ノ
親
鸞

ヲ
読
ム
」と
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
くS

H
IN
R
A
N
 
A
N
D
 
H
IS
 
W
O
R
K
:

stu
d
ies in

 
S
in
sh
u
 
th
eology

,
K
y
o
b
u
n
k
a
n
1910

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
日
以
後
の
数
日
、
ロ
イ
ド
を
読
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
頃
、
キ
リ
ス

ト
教
関
係
の
書
籍
以
外
に
は
、
ロ
イ
ド
の
仏
教
研
究
関
係
の
著
作
だ
け
で
な
く

法
華
経
や「
諸
宗
綱
要
」、
法
然
、
歎
異
抄
を
読
ん
だ
、
云
々
の
記
事
も
散
見
す

る
。「
諸
宗
綱
要
」
と
は
、
吉
村
覚
寿
『
明
治
諸
宗
綱
要
』（
法
蔵
館
、
一
八
九

〇
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
諸
宗
綱
要
」
は
よ
く
読
ま
れ
た
よ

う
で
あ
り
、
版
を
重
ね
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
熊
沢
蕃
山
の
伝
記
（
詳
細
は

不
詳
）、
蕃
山
の
集
義
和
書
、
集
義
外
書
な
ど
を
読
ん
だ
、
と
い
う
記
述
が
目
立

ち
、
二
宮
尊
徳
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
ー
サ
ー
・
ロ
イ
ド
は
多
作
の
人
で
、
仏
教
関
係
の
著
作
と
し
て
は
、T

H
E

 
C
R
E
E
D
 
O
F
 
H
A
L
F
 
JA
P
A
N
E
S
E
 
B
U
D
D
H
IS
M
,
L
o
n
d
o
n
:
S
m
ith
,

E
ld
er
&
C
o
..,
1911

の
他
にS

H
IN
R
A
N
 
A
N
D
 
H
IS
 
W
O
R
K
,
1910

教

文
館
、T

H
E
 
W
H
E
A
T
 
A
M
O
N
G
 
T
H
E
 
T
A
R
E
S
:
stu
d
ies of B

u
d
d
-

h
ism
 
in
 
Japan

,
M
a
cM

illa
n
,
1908

、T
H
E
 
P
R
A
IS
E
S O

F
 
A
M
ID
A
:

seven
 
B
u
d
d
h
ist serm

on
s,
B
u
k
k
y
o B

u
n
k
a S

o
ciety

,
1934

な
ど
が
あ

る
。
そ
れ
以
外
に
も
翻
訳
や
英
語
学
習
参
考
書
、
辞
典
類
、
英
語
教
科
書
な
ど

も
多
数
あ
る
。
柏
木
が
こ
の
う
ち
の
ど
の
著
作
か
ら
ロ
イ
ド
の
仏
教
解
釈
を

知
っ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
少
な
く
と
も
さ
き
の

S
H
IN
R
A
N
 
A
N
D
 
H
IS
 
W
O
R
K
:
stu
d
ies
 
in
 
S
h
in
syu

 
th
eology

に

依
っ
た
の
は
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
冒
頭
のT
H
E
 
C
R
E
E
D
 
O
F
 
H
A
L
F
 
JA
P
A
N
E
S
E
 
B
U
D
D
-

H
IS
M

で
は
、
第
二
二
章
「T

h
e G

em
p
ei P

erio
d

」
に
お
い
て
浄
土
仏
教
に

つ
い
て
の
解
説
を
試
み
て
い
る
。
ロ
イ
ド
は
阿
弥
陀
仏
に
関
し
て
（
親
鸞
に
つ

い
て
言
及
し
た
箇
所
で
は
な
い
）、
た
と
え
ば
「A

m
id
a
 
is Ich

i-bu
tsu
,
th
e

 
O
n
e B

u
d
d
h
a
,
a
n
d
 
b
esid

es H
im
 
th
ere is n

o
n
e,
fo
r a

ll th
e o

th
er

 
B
u
d
d
h
a
s a
n
d B

u
d
d
h
isa
ttv
a
s a
n
d g
o
d
s,in w

h
o
m
 
m
en tru

st,a
re b

u
t

 
tem

p
o
ra
ry a

n
d p

a
rtia

l m
a
n
ifesta

tio
n
s o
f th

e G
rea

t F
a
th
er

…
…
」

と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
を
「
一
仏
」
と
言
い
、
阿
弥
陀
以

外
の
仏
、
菩
薩
も
存
在
す
る
な
か
で
阿
弥
陀
「
一
仏
」
の
み
、
と
い
っ
た
物
謂

い
は
、
汎
仏
教
的
で
は
な
く
き
わ
め
て
浄
土
真
宗
に
特
化
し
た
阿
弥
陀
仏
の
位

置
づ
け
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
ロ
イ
ド
の
解
釈
す
る
仏
教
は
、
浄
土
真
宗

に
シ
フ
ト
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
柏
木

好
み

の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
柏
木
は
「
此
篇
故
ロ
イ
ド
博
士
の
著
に
負
ふ
所
多
し
」
と
は
い
う
も
の

の
、
具
体
的
に
右
に
記
さ
れ
た
彼
の
見
解
の
ど
の
部
分
が
そ
う
で
あ
る
の
か
は

不
詳
で
あ
る
。
お
そ
ら
くS

H
IN
R
A
N
 
A
N
D
 
H
IS
 
W
O
R
K

のI.In
tro
d
u
c-

to
ry

お
よ
びV

I.
O
b
jects o

f W
o
rsh

ip

の
諸
説
か
ら
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ロ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
看
過
で
き
な
い
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
比
較

宗
教
と
は
い
う
も
の
の
、
方
法
論
と
し
て
は
や
や
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、T

H
E
 
W
H
E
A
T
 
A
M
O
N
G
 
T
H
E
 
T
A
R
E
S
:

stu
d
ies of B

u
d
d
h
ism
 
in Japan

,
M
a
cM

illa
n
&
C
o
1908

の
第
二
章
で

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
い
う
「
信
仰
の
普
遍
性
」

（U
n
iv
ersa

ls o
f F
a
ith

）
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の

な
か
に
も
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
。
そ
し
て
そ
れ
は
具
体
的
に
は
仏
教
の
浄
土
経
典
に
い
う
阿
弥
陀
仏
、
法
華

経
に
い
う
永
遠
（
い
わ
ゆ
る
久
遠
実
成
）
の
釈
迦
の
観
念
や
三
種
の
仏
身
論

（
報
・
応
・
法
）
な
ど
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
文
脈
が
明
瞭
で
は
な
い
の
だ

が
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
の
異
同
に
関
し
て
、
儒
教
（
朱
子
学
？
）
の

道
、
理
、
気
の
三
が
三
に
し
て
一
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位

一
体
説
に
似
た
対
応
関
係
に
あ
る
（sim

ila
r co

rresp
o
n
d
en
ce

）
な
ど
と
も
述

べ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
い
わ
ゆ
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
視
点
に
依
る
も
の
で

は
な
く
、
実
は
か
な
り
安
易
な
表
面
的
「
比
較
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信

頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と

も
か
く
し
て
ロ
イ
ド
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
（
柏
木
の
文
脈
で
い
え
ば
浄
土
仏

教
）
と
の
類
似
を
強
調
し
て
い
て
、
柏
木
は
そ
れ
を
肯
定
的
に
用
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

12
）

大
谷
光
瑩
の
も
っ
と
具
体
的
な
行
跡
が
『
月
報
』
第
一
三
四
号
（
一
九
〇
九
、

明
治
四
十
二
）
の
巻
頭
論
文
「
基
督
教
は
如
何
に
し
て
社
会
を
改
良
す
る
か
」

の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
柏
木
は
こ
の
東
本
願
寺
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
あ
る

い
は
ゴ
シ
ッ
プ
め
い
た
で
き
ご
と
に
多
大
な
関
心
を
も
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
以

外
に
も
同
じ
趣
旨
の
文
章
が
散
見
す
る
。
な
お
、
右
の
論
文
に
は
真
宗
に
反
倫

理
的
傾
向
が
強
い
と
い
う
趣
旨
で
蓮
如
（
一
四
一
五
〜
一
四
九
九
）
の
「
多
妻

20群馬県立女子大学紀要 第36号



主
義
」
の
行
跡
も
併
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
谷
派
の
教
義
改
革
に

大
き
い
寄
与
を
し
た
と
さ
れ
「
本
願
寺
の
ル
ー
テ
ル
」
と
さ
え
称
さ
れ
て
い
た

清
沢
満
之
（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
三
）
も
光
瑩
師
の
行
跡
に
対
し
て
批
判
的
で

な
か
っ
た
ゆ
え
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
（
第
一
〇
三
、
一
三
四
号
な
ど
）。

13
）

『
月
報
』
第
一
五
三
号
（
明
治
四
十
四
、
一
九
一
一
）
の
「
廓
清
会
起
る
」

14
）

こ
れ
に
関
し
て
は
微
妙
な
点
も
あ
る
。『
月
報
』
第
一
一
五
号
（
一
九
〇
八
、

明
治
四
十
一
）
の
「
信
賞
必
罰
」
の
な
か
で
、
政
治
思
想
と
し
て
の
「
信
賞
必

罰
」
の
「
道
義
」
的
思
想
を
「
他
力
本
願
の
仏
教
」「
蓮
如
や
親
鸞
の
教
義
」
で

は
説
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
も
し
真
宗
の
門
徒
の
あ
い
だ
に
そ
う
し
た
「
正
を

踏
ん
で
恐
れ
ざ
る
の
気
慨
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
儒
教
や
武
士
道
の

感
化
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
蓮
如
や
親
鸞
の
教
義
」
に
つ
い
て
否

定
的
に
紹
介
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
門
徒
の「
道
義
」「
正
を
踏

ん
で
恐
れ
ざ
る
の
気
慨
」
と
い
う
側
面
の
こ
と
で
あ
り
、
蓮
如
、
親
鸞
の
信
仰

そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
。
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