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第
四
七
回

光
華
講
座

浄
土
宗
宗
祖
法
然
房
源
空
の
生
涯
と
思
想佛

教
大
学
仏
教
学
部
教
授

本

庄

良

文

ご
紹
介
が
ま
こ
と
に
過
分
な
内
容
で
し
た
の
で
、
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
に
こ
の
ま
ま
帰
ろ
う
か
な
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
中
身
に
つ
い
て
は
お
忘
れ
い
た
だ
い
て
、
純
粋
に
法
然
上
人
の
お
人
柄
、
お
言
葉
の
一
端
を
一

緒
に
味
わ
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
資
料
が
お
手
元
に
届
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
さ
っ
そ
く
本
題
に
入
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１

時
代
（
一
一
三
三
│
一
二
一
二
、
天
皇
・
貴
族
の
政
治
か
ら
武
家
の
政
治
へ
）

お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
が
一
一
三
三
年
、
亡
く
な
っ
た
の
が
一
二
一
二
年
で
す
。
覚
え
や
す
い
「
い
ち
い
ち
さ
ん
さ
ん
、
い
ち
に

い
ち
に
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
時
代
で
す
け
れ
ど
も
、
政
治
的
に
は
、
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
、
二
四
歳
）、
平
治
の
乱
（
一
一

五
九
、
二
七
歳
）
を
経
ま
し
て
、
平
家
滅
亡
（
一
一
八
五
、
五
三
歳
）、
鎌
倉
幕
府
成
立
（
一
一
九
二
、
六
〇
歳
）、
承
久
の
乱
（
一

����������������������������������������������������������������������������������
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二
一
一
、
没
後
九
年
）
…
と
あ
り
ま
す
。
天
皇
や
貴
族
が
政
治
を
司
っ
て
い
た
時
代
か
ら
、
武
士
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
く
動
乱

の
時
代
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
反
映
し
て
か
法
然
上
人
ご
自
身
も
大
変
な
ご
苦
労
を
な
さ
い
ま
し
た
。

２

武
士
の
子

み
ま
さ
か

う
る
ま
の
と
き
く
に

出
身
は
美
作
の
国
、
久
米
南
条
（
現
在
の
誕
生
寺
）、
今
の
岡
山
県
で
す
。
お
父
さ
ん
は
漆
間
時
国
と
い
う
武
士
で
、
今
の
警
察

は
た
う
じ

署
長
に
当
た
る
押
領
使
を
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
は
中
国
か
ら
の
渡
来
人
の
血
を
引
く
秦
氏
で
す
。
法
然
上
人
は
一

せ
い
し
ま
る

人
息
子
、
小
さ
い
時
は
勢
至
丸
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。「
勢
至
」
は
菩
薩
の
名
前
に
由
来
し
ま
す
。
阿
弥
陀
様
を
中
央
に
し
て
左

右
に
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
が
お
ら
れ
る
阿
弥
陀
三
尊
像
が
あ
り
ま
す
が
、
観
音
菩
薩
が
慈
悲
を
司
り
、
勢
至
菩
薩
が
智
慧
を
司
る

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
小
さ
い
時
か
ら
そ
の
お
名
前
の
通
り
、
大
変
利
発
な
人
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

３

父
親
の
死
（
一
一
九
一
、
九
歳
）

と
こ
ろ
が
、
お
父
さ
ん
が
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
法
然
上
人
が
九
歳
の
時
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
中
央
の
役
人

と
地
方
の
豪
族
は
対
立
関
係
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
伝
記
に
よ
り
ま
す
と
、
お
父
さ
ん
（
漆
間
時

国
）
は
在
地
の
豪
族
で
源
氏
の
血
を
引
く
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
傲
慢
な
所
が
あ
っ
て
、
荘
園
の
管
理
者
と
し

あ
ず
か
り
ど
こ
ろ

げ
ん
な
い
む
し
ゃ
さ
だ
あ
き
ら

て
都
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
預
所
の
源
内
武
者
定
明
の
所
に
挨
拶
に
行
か
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
恨
み
を
買
わ
れ
て
夜
襲

に
遭
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
、
お
父
さ
ん
が
普
通
と
は
違
う
遺
言
を
残
さ
れ
る
ん
で
す
。
│
│
申
し
遅
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
の
お

����������������������������������������������������������������������������������
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話
は
法
然
上
人
の
最
も
標
準
的
な
伝
記
で
あ
り
ま
す
『
法
然
上
人
絵
伝
』、
俗
に
言
う
『
四
十
八
巻
伝
』
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
法

然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
約
一
〇
〇
年
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
最
近
の
研
究
に
よ
り
、
信
憑
性
が
意
外
に
高
い
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
│
│

さ
て
お
父
さ
ん
は
、
九
歳
の
勢
至
丸
に
向
か
っ
て
、

│
│
汝
さ
ら
に
…
敵
人
を
う
ら
む
る
事
な
か
れ
。
こ
れ
偏
に
先
世
の
宿
業
也

（
敵
を
怨
ん
で
は
な
ら
な
い
。
自
分
が
何
か
前
世
で
悪
い
こ
と
を
し
た
為
に
こ
ん
な
目
に
遭
う
の
で
あ
る
）

│
│
も
し
遺
恨
を
む
す
ば
ゞ
、
そ
の
あ
た
世
世
に
つ
き
が
た
か
る
べ
し

（
も
し
恨
み
を
抱
い
て
仕
返
し
を
し
た
ら
、
報
復
の
連
鎖
が
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）

│
│
し
か
じ
、
は
や
く
俗
を
の
が
れ
、
家
を
出
て
わ
が
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
み
づ
か
ら
が
解
脱
を
求
め
ん
に
は

（
一
刻
も
早
く
出
家
し
て
、
私
の
菩
提
を
弔
い
な
が
ら
、
自
ら
の
解
脱
を
求
め
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
）

「
敵
を
怨
ん
で
は
い
け
な
い
」「
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
悟
り
を
開
き
な
さ
い
」
と
い
う
二
つ
の
、
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
宿
題
で

す
。

４

比
叡
登
山
（
一
一
四
七
、
十
五
歳
）

こ
う
し
て
お
坊
さ
ん
の
勉
強
を
始
め
ら
れ
ま
す
。
お
母
さ
ん
の
弟
で
観
学
と
い
う
人
が
中
央
か
ら
帰
っ
て
き
て
お
り
ま
し
た
の
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で
、
そ
の
方
に
つ
い
て
仏
教
学
の
初
歩
か
ら
勉
強
し
ま
す
。「
学
問
の
性
（
学
問
に
つ
い
て
の
生
れ
つ
き
の
能
力
が
）、
な
が
る
る
水

よ
り
も
す
み
や
か
に
し
て
一
を
聞
き
て
十
を
さ
と
る
」（『
四
十
八
巻
伝
』
巻
二
）。
一
を
聞
い
て
十
を
悟
る
と
い
う
表
現
は
最
近
の

も
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
七
〇
〇
年
も
前
か
ら
文
献
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
非
常
に
利
発
で
し
た
の
で
学
問
が
ど
ん
ど

ん
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
叔
父
さ
ん
が
「
こ
の
子
は
非
常
に
良
く
で
き
る
の
で
こ
ん
な
田
舎
に
置
い
て
お
く
の
は

も
っ
た
い
な
い
」。
こ
こ
に
岡
山
県
の
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
伝
記
に
は
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す

（
笑
い
）。
叔
父
さ
ん
に
「
比
叡
山
延
暦
寺
に
行
っ
て
勉
強
を
し
な
さ
い
」「
そ
こ
で
勉
強
を
し
て
お
父
さ
ん
の
遺
言
を
果
た
し
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
て
、
法
然
上
人
も
そ
の
気
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
し
問
題
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
母
様
の
お
気
持
ち
で
す
。

若
く
し
て
夫
を
亡
く
し
て
、
一
人
息
子
の
法
然
上
人
も
手
放
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
何
と
か
気
持
ち
を
和

ら
げ
る
よ
う
に
、
比
叡
山
に
行
く
こ
と
を
許
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
説
得
し
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
。
十
三
歳
と
も
十
五
歳
と

も
言
わ
れ
ま
す
が
、
お
母
さ
ん
に
向
か
っ
て
勢
至
丸
は
あ
る
お
経
の
一
節
を
唱
え
ま
す
。

│
│
流
転
三
界
中
、
恩
愛
不
能
断
、
棄
恩
入
無
為
、
真
実
報
恩
者

こ
れ
は
中
国
で
で
き
た
お
経
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は
出
家
す
る
こ
と
は
親
不
孝
。
孝
行
を
せ
ず
に
お
父
さ
ん
や
お
母
さ

ん
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
罪
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
言
い
訳
（
と
言
っ
た
ら
何
で
す
け
れ
ど
も
）
を
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
お
経
が
出
来
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
読
ま
れ
ま
し
た
。「
流
転
三
界
中
（
こ
の
輪
廻
の
世
に
お
い
て
は
）、

恩
愛
不
能
断
（
人
間
同
士
の
愛
着
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）。
棄
恩
入
無
為
（
そ
の
人
間
同
士
の
愛
着
を
ふ
り
き
っ
て
出
家

し
、
さ
と
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
し
ば
ら
く
の
間
は
親
不
孝
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
）、
真
実
報
恩
者

����������������������������������������������������������������������������������
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（
結
局
は
真
実
の
恩
返
し
に
な
り
ま
す
。
親
孝
行
に
も
な
り
ま
す
）」。
と
い
う
お
経
で
す
。
そ
こ
で
お
母
さ
ん
は
情
は
情
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
道
理
に
折
れ
て
出
家
を
許
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ど
こ
ま
で
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
。

│
│
形
見
と
て
は
か
な
き
親
の
と
ど
め
て
し
こ
の
別
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん

（
は
か
な
く
亡
く
な
っ
た
父
親
が
、
忘
れ
形
見
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
子
と
も
別
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
。
一
体
こ
の
気
持
ち

を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
）

と
い
う
歌
を
詠
ま
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。（
ち
な
み
に
「
こ
の
」
は
、「
子
の
」
と
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。）

そ
う
し
て
法
然
上
人
は
十
三
歳
あ
る
い
は
十
五
歳
で
比
叡
山
に
登
ら
れ
て
勉
強
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

５

黒
谷
蟄
居
（
一
一
五
〇
、
十
八
歳
）

よ
か
わ

十
八
歳
の
時
に
隠
遁
生
活
に
入
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
比
叡
山
に
は
北
谷
、
南
谷
、
横
川
な
ど
い
ろ
ん
な
場
所
が
あ

る
の
で
す
が
、
法
然
上
人
は
黒
谷
と
い
う
非
常
に
静
か
な
勉
強
や
修
行
に
適
し
た
所
で
、
二
度
目
の
出
家
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
理

由
は
伝
記
（『
四
十
八
巻
伝
』
巻
四
）
に
よ
り
ま
す
と
、

│
│
偏
に
名
利
を
す
て
（
た
だ
た
だ
名
声
や
利
得
を
捨
て
）

����������������������������������������������������������������������������������
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仏
教
の
勉
強
は
、
得
て
し
て
名
声
を
上
げ
て
い
ろ
ん
な
利
益
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
傾
き
が
ち
で
す
。
当
時
の
比
叡
山
は
、
貴
族

出
身
の
人
は
出
家
を
し
て
位
が
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
人
は
違
う
と
い
う
、
世
俗
の
価
値
観
が
そ
の
ま

ま
入
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
た
め
に
こ
こ
に
来
た
の
で
は
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
て
、
純
粋
に
修
行
の
道
に
進
む
た
め
に
隠
遁
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

│
│
一
向
に
出
要
を
も
と
む
る
心
切
な
り

（
ひ
た
す
ら
に
解
脱
の
た
め
の
要
路
を
求
め
る
心
が
切
実
で
あ
っ
た
）

こ
う
し
て
環
境
を
整
え
、
勉
強
し
な
が
ら
修
行
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
法
然
上
人
の
学
問
が
良
く
進
ん
だ
と
い
う
こ

と
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
、
世
間
で
の
標
語
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、「
智
慧
第
一
法
然
房
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
そ
う

で
す
。「
持
律
第
一
葉
上
房
」
つ
ま
り
、
戒
律
を
保
つ
こ
と
に
お
い
て
は
栄
西
禅
師
が
最
高
で
あ
る
、「
支
度
第
一
俊
乗
房
」、
す
な

わ
ち
も
の
ご
と
の
企
画
・
立
案
・
実
行
に
お
い
て
は
奈
良
の
大
仏
を
再
建
し
た
重
源
さ
ん
が
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
あ
る
、
そ
れ
に
対
し

て
法
然
上
人
は
「
智
慧
第
一
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

６

三
学
非
器
の
自
覚

そ
こ
ま
で
言
わ
れ
た
ら
、
普
通
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
満
足
し
て
幸
せ
な
毎
日
を
送
れ
そ
う
な
も
の
で
す
が
、
法
然
上
人
は
鬱
々
と

し
た
毎
日
を
送
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
弟
子
（
聖
光
房
弁
長
）
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
（『
徹
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選
択
本
願
念
佛
集
』
巻
下
、『
浄
土
宗
全
書
』
四
、
九
五
頁
）、

│
│
出
離
の
志
ふ
か
か
り
し
あ
ひ
だ

（
何
と
か
悟
り
を
開
き
た
い
と
い
う
志
が
深
か
っ
た
の
で
）

│
│
諸
の
教
法
を
信
じ
て
、
諸
の
行
業
を
修
す

（
い
ろ
ん
な
仏
教
の
教
え
を
信
じ
、
そ
の
教
え
の
通
り
に
修
行
を
行
い
ま
し
た
）

じ
ょ
う

え

│
│
お
ほ
よ
そ
佛
教
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
所
詮
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
を
ば
す
ぎ
ず

（
仏
教
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、�
戒
�
決
ま
り
を
守
る
、�
定
�
精
神
を
統
一
す
る
、�
慧
�
智
慧

を
磨
い
て
煩
悩
を
断
つ
、
と
い
っ
た
三
段
階
の
�
三
学
�
を
は
ず
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）

│
│
し
か
る
に
、
わ
が
こ
の
身
は
、
戒
行
に
を
い
て
一
戒
を
も
た
も
た
ず

（
と
こ
ろ
が
、
こ
の
わ
た
し
は
と
い
え
ば
、
戒
律
の
修
行
に
つ
い
て
、
一
つ
の
戒
も
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）

│
│
禅
定
に
を
い
て
、
一
つ
も
こ
れ
を
え
ず

（
精
神
統
一
に
お
い
て
も
、
一
つ
も
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

│
│
人
師
釈
し
て
、「
尸
羅
清
浄
な
ら
ざ
れ
ば
三
昧
現
前
せ
ず
」
と
い
へ
り

（
権
威
者
た
ち
は
、「
も
し
戒
律
が
清
浄
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
精
神
統
一
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
）

│
│
又
凡
夫
の
心
は
、
物
に
し
た
が
ひ
て
う
つ
り
や
す
し

（
ま
た
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
通
常
の
人
間
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
対
象
に
従
っ
て
、
心
が
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
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こ
っ
ち
へ
来
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
）

│
│
た
と
へ
ば
猿
猴
の
、
枝
に
つ
た
ふ
が
ご
と
し

（
例
え
ば
、
猿
が
枝
か
ら
枝
へ
と
飛
び
移
る
よ
う
な
も
の
で
す
）

│
│
…
無
漏
の
正
智
な
に
に
よ
り
て
か
お
こ
ら
ん
や

（
戒
律
を
保
て
な
い
、
精
神
統
一
も
で
き
な
い
、
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
ど
う
や
っ
て
煩
悩
を
断
ち
切
る
清
ら
か
な
知
恵
の

お
こ
る
は
ず
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
）

│
│
若
し
無
漏
の
智
劒
な
く
ば
、
い
か
で
か
悪
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た
た
ん
や

（
も
し
清
ら
か
な
智
慧
の
剣
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
悪
業
や
煩
悩
と
い
っ
た
束
縛
を
断
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
）

│
│
悪
業
煩
悩
の
き
づ
な
を
た
た
ず
は
、
な
ん
ぞ
生
死
繋
縛
の
身
を
解
脱
す
る
こ
と
を
え
ん
や

（
悪
業
や
煩
悩
の
束
縛
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
死
に
変
わ
り
す
る
、
輪
廻
の
世
界
に

繋
が
れ
た
我
が
身
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
）

│
│
か
な
し
き
か
な
、
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
ん

ひ
と
に
は
ど
れ
ほ
ど
「
智
慧
第
一
法
然
房
」
と
褒
め
そ
や
さ
れ
ま
し
て
も
、
法
然
上
人
の
内
面
は
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
み
な
さ
ま
も
、
後
で
お
一
人
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、「
か
な
し
き
か
な
、
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
ん
」

と
唱
え
て
い
た
だ
い
て
、
法
然
上
人
の
お
気
持
ち
を
追
体
験
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
非
常
に
印
象
的
な

言
葉
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
総
括
し
て
�
三
学
非
器
の
自
覚
�
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
戒
律
、
精
神
統
一
、
智
慧
を
磨
い
て
煩
悩
を
断
つ
と
い
う
三
種
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の
学
習
事
項
…

う
つ
は
も
の

│
│
こ
こ
に
我
等
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
器
に
あ
ら
ず

（
自
分
は
現
に
、
お
決
ま
り
の
コ
ー
ス
で
あ
る
�
戒
・
定
・
慧
�
の
三
学
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
器
で
は
な
い
）

と
い
う
自
覚
に
至
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
言
う
の
で
こ
ん
な
言
い
方
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
虫
の
い
い

こ
と
を
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
本
当
は
、
戒
律
・
精
神
統
一
・
智
慧
を
辿
っ
て
い
く
べ
き
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
は
そ
れ
が
で
き

な
い
の
で
、
そ
の
コ
ー
ス
を
通
ら
な
く
て
も
よ
い
道
は
な
い
か
と
。
そ
れ
が
次
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

│
│
こ
の
三
学
の
ほ
か
に
、
我
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
、
我
が
身
に
堪
た
る
修
行
や
あ
る
と

（
こ
の
三
学
と
は
別
に
、
自
分
の
心
に
相
応
し
い
教
え
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
三
学
の
器
で
な
い
私
の
能
力
に
叶
っ
た
修
行
は
あ

る
だ
ろ
う
か
と
）

│
│
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
諸
の
学
者
に
と
ぶ
ら
ひ
し
に
、

（
多
く
の
智
慧
の
あ
る
人
た
ち
に
回
答
を
求
め
、
多
く
の
学
者
に
訊
い
て
回
っ
た
け
れ
ど
も
）

│
│
を
し
ふ
る
に
人
も
な
く
、
し
め
す
に
輩
も
な
し
。

（
教
え
て
く
れ
る
人
も
な
い
し
、
示
し
て
く
れ
る
人
も
あ
り
ま
せ
ん
）
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「
そ
ん
な
道
が
あ
っ
て
た
ま
る
か
」
と
。「
ど
ん
な
仏
教
も
、
戒
・
定
・
慧
の
三
段
階
を
通
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
そ
れ
を
し

な
く
て
も
い
い
道
な
ん
か
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
、
誰
一
人
と
し
て
問
い
か
け
に
応
え
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
。

そ
こ
で
次
に
ど
う
さ
れ
た
か
。
人
に
聞
い
て
分
か
ら
な
い
な
ら
自
分
で
探
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
長
の
焼
き
討
ち

前
、
比
叡
山
黒
谷
に
は
「
報
恩
蔵
」
と
い
う
、
た
く
さ
ん
の
お
経
の
詰
ま
っ
た
蔵
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
こ
へ
籠
も
っ
て
勉
強

を
始
め
ら
れ
ま
す
。

│
│
然
る
間

（
人
に
教
え
て
も
ら
え
な
い
な
ら
自
分
で
探
す
し
か
な
い
の
で
）

│
│
な
げ
き
な
げ
き
経
蔵
に
入
り
、
か
な
し
み
か
な
し
み
聖
教
に
む
か
ひ
て

（
嘆
き
な
が
ら
報
恩
蔵
に
入
り
、
悲
し
み
な
が
ら
仏
典
に
向
か
っ
て
）

│
│
手
づ
か
ら
み
づ
か
ら
ひ
ら
き
見
し
に
…

（
自
分
で
手
に
取
っ
て
開
い
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
…
）

７

善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
出
合
う
（
一
一
七
五
年
、
四
三
歳
）

法
然
上
人
は
、「
蔵
に
詰
ま
っ
て
い
る
お
経
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
世
間
で
�
こ
ん
な
本
が
あ
る
よ
��
あ
ん
な
本
が
あ
る
よ
�
と
聞
い

た
時
に
は
、
必
ず
目
を
通
し
ま
す
」「
私
の
見
な
い
仏
教
書
は
あ
り
ま
せ
ん
」（「
鎌
倉
の
二
位
の
禪
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」）
と
い
う

ほ
ど
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
毎
日
私
は
仏
教
の
勉
強
を
し
ま
す
。
勉
強
を
し
な
か
っ
た
の
は
木
曾
義
仲
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が
都
に
乱
入
し
て
比
叡
山
が
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
一
日
だ
け
で
す
」（『
四
十
八
巻
伝
』
巻
五
）
と
。
ま
だ
、
学
問
を
重
視
し
な
い
浄
土

宗
が
開
か
れ
る
前
か
と
お
考
え
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
五
十
何
歳
か
の
時
、
浄
土
宗
が
開
か
れ
て
か
ら
も
勉
強
を
ず
っ
と
続

け
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
何
の
た
め
の
勉
強
か
と
い
う
こ
と
を
ま
た
考
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
…
。

そ
し
て
、
決
定
的
な
文
章
に
辿
り
着
き
ま
す
。
唐
の
善
導
（
六
一
三
│
六
八
一
）
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
一
節
に
出
会
っ
て
、

こ
れ
な
ら
ば
三
学
を
し
な
く
て
も
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。

│
│
一
心
専
念
弥
陀
名
号

（「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
」、
浄
土
教
式
に
言
い
ま
す
と
、
一
心
に
ひ
た
す
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
て
）

│
│
行
住
坐
臥
、
不
問
時
節
久
近

（「
行
住
坐
臥
に
、
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
」、
い
か
な
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
時
も
、
時
間
の
長
短
を
問
わ
ず
）

│
│
念
々
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業

（「
念
々
に
捨
て
ざ
る
も
の
」、
一
瞬
一
瞬
に
捨
て
な
い
こ
と
、
持
続
的
に
称
名
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
、「
是
を
正
定
の
業
と
名
づ

く
」、
こ
れ
を
ま
さ
し
く
救
い
の
定
ま
っ
た
行
と
名
づ
け
る
）

│
│
順
彼
仏
願
故

（「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
」、
阿
弥
陀
様
が
お
立
て
に
な
っ
た
万
民
救
済
の
願
い
に
合
致
す
る
か
ら
）

と
い
う
一
節
で
す
。「
自
分
の
力
で
は
修
行
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
一
瞬
も
捨
て
な
い
で
『
南
無
阿
弥
陀
仏
（
阿
弥
陀
様
お
救
い

く
だ
さ
い
）』
と
唱
え
続
け
る
な
ら
ば
、
必
ず
最
後
は
極
楽
浄
土
に
迎
え
て
も
ら
え
る
。
そ
し
て
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
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い
う
こ
の
教
え
に
辿
り
着
い
て
浄
土
宗
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
え
れ
ば
誰
で
も
救
い
ま
す
」

と
い
う
願
（
念
仏
往
生
の
本
願
、
第
十
八
願
）
を
立
て
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
配
布
プ
リ
ン
ト
に
は
載
せ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
板
書
し

ま
す
。

│
│
設
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

阿
弥
陀
仏
が
ま
だ
修
行
中
で
あ
っ
た
時
に
、
世
自
在
王
仏
と
い
う
仏
様
に
指
導
さ
れ
て
、
自
分
が
悟
り
を
開
い
た
時
に
で
き
る
で

あ
ろ
う
浄
土
（
結
局
は
極
楽
浄
土
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
）
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
し
た
ら
い
い
か
と
考
え
ら
れ
て
、
四
十
八
ヶ

条
（
四
十
八
願
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
の
第
十
八
番
目
に
、
い
か
な
る
行
を
し
た
人
に
自
分
の
浄
土
に
生
ま
れ
変

わ
っ
て
も
ら
う
か
に
つ
い
て
の
願
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。「
も
し
我
、
仏
を
得
た
ら
ん
に
（
も
し
私
が
仏
に
な
っ
た
と
し
て
）、
十
方

の
衆
生
（
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
角
の
人
々
）
が
、
至
心
信
楽
（
心
の
底
か
ら
信
じ
願
っ
て
）、
欲
生
我
国
（
私
の
浄
土
に
生
ま
れ
た

い
と
思
っ
て
）、
乃
至
十
念
（
最
低
十
回
の
お
念
仏
を
唱
え
て
も
）、
若
不
生
者
（
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら

ば
）、
不
取
正
覚
（
私
は
悟
り
を
開
き
ま
せ
ん
）」。
悟
り
を
開
い
た
ら
必
ず
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
最
低
十
回
の
念
仏
を
唱
え
た

人
は
自
分
の
国
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
で
す
。
浄
土
宗
系
で
は
「
十
念
」
を
「
十
回
の
念
仏
」
と
解
釈
す
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
同
じ
経
の
他
の
箇
所
で
は
「
一
念
」
と
も
説
か
れ
ま
す
の
で
、「
最
低
一
回
の
念
仏
で
も
極
楽
往
生
で
き
る
よ
う
に
」

と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
即
応
し
た
修
行
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
こ
と
な
の
で
、
戒
・
定

・
慧
の
三
学
を
行
わ
な
く
て
も
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
道
筋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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８

浄
土
宗
を
開
く
（
聖
道
門
と
浄
土
門
）

こ
の
よ
う
に
、
法
然
上
人
は
善
導
大
師
の
解
釈
に
よ
る
浄
土
宗
に
帰
依
し
、
比
叡
山
を
降
り
て
西
山
広
谷
か
ら
大
谷
（
現
在
、
総

本
山
知
恩
院
の
あ
る
辺
り
）
へ
移
ら
れ
ま
し
た
。

配
布
プ
リ
ン
ト
に
、
浄
土
宗
の
仏
教
観
と
い
う
こ
と
で
、
聖
道
門
・
浄
土
門
と
書
き
ま
し
た
。
浄
土
宗
で
は
仏
教
を
こ
の
二
つ
に

分
け
ま
す
。
聖
道
門
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
自
力
に
よ
っ
て
修
行
（
三
学
）
を
重
ね
、
覚
り
を
得
る
教
え
、
浄
土
門
は
、
阿
弥
陀
仏

の
万
民
救
済
の
願
い
の
力
（
本
願
力
、
他
力
）
に
す
が
り
、
極
楽
に
往
生
し
て
覚
り
を
得
る
教
え
（
三
学
を
行
わ
な
い
）
で
す
。
万

民
と
申
し
ま
す
の
は
、
浄
土
宗
の
解
釈
で
は
、
先
に
板
書
で
紹
介
し
ま
し
た
経
文
に
は
「
十
方
衆
生
（
あ
ら
ゆ
る
方
角
の
人
々
）」

と
説
い
て
あ
る
だ
け
で
、
男
と
か
、
女
と
か
、
修
行
し
た
人
と
か
、
し
て
い
な
い
と
か
、
善
人
と
か
、
悪
人
と
か
、
何
の
条
件
も
つ

け
て
い
な
い
。
位
の
高
い
聖
者
か
ら
、
五
逆
の
罪
人
と
い
っ
た
最
悪
の
こ
と
を
し
た
人
ま
で
、
さ
ら
に
言
う
と
釈
尊
が
お
ら
れ
る
時

代
か
ら
、
仏
教
が
ほ
ろ
ん
だ
あ
と
百
年
ま
で
。
人
間
の
幅
で
言
う
と
、
た
い
へ
ん
立
派
な
人
か
ら
こ
の
上
な
く
ひ
ど
い
人
ま
で
、
と

解
釈
し
ま
す
。「
本
願
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
阿
弥
陀
仏
で
は
な
か
っ
た
時
に
過
去
に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
願
い
で
、�
本
�
は
過
去

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
願
い
の
力
に
す
が
っ
て
我
々
が
極
楽
に
往
生
し
て
悟
り
を
得
る
教
え
を
浄
土
門
と
言
っ
て
、
こ
れ
が
基
本

的
に
は
浄
土
宗
に
な
り
ま
す
。
浄
土
宗
は
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
に
解
釈
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
辺
り
の
微
妙
な

問
題
に
つ
い
て
は
私
は
あ
ま
り
勉
強
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
の
浄
土
宗
は
、
浄
土
三
部
経
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』
を
末
法
の
世
に
相
応
し
い
最
高
の
仏
説
と

受
け
止
め
て
、
先
ほ
ど
の
善
導
大
師
の
浄
土
三
部
経
解
釈
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
申
し
ま
す
と
、「
な
ん
だ
、
解
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１３ 浄土宗宗祖法然房源空の生涯と思想

『真宗文化』第25号平成27年度2016年3月発行（真宗文化研究所）



釈
か
」「
浄
土
宗
は
仏
様
の
教
え
を
善
導
さ
ん
の
解
釈
に
基
づ
い
て
…
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
良
い
ん
で
す
か
」

「
仏
説
の
方
が
大
事
な
の
で
、
善
導
さ
ん
は
二
の
次
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
研
究
者
の
中
に
も
そ
う

い
う
頭
で
研
究
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
全
く
逆
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
申
し
ま
す

の
は
、
浄
土
三
部
経
の
中
に
も
文
言
の
上
で
矛
盾
が
あ
る
。
ど
う
い
う
矛
盾
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
先
ほ
ど
の
五
逆
の
罪
人

と
い
っ
て
、
父
を
殺
し
、
母
を
殺
し
、
阿
羅
漢
を
殺
し
、
悪
意
を
持
っ
て
仏
陀
の
身
体
か
ら
血
を
流
さ
せ
、
教
団
を
分
裂
さ
せ
る
と

い
う
重
い
罪
を
犯
し
た
人
が
阿
弥
陀
仏
に
救
い
取
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
、
先
ほ
ど
板
書
し
ま
し
た
第
十
八
願

の
文
言
で
は
、「
だ
れ
も
が
念
仏
で
救
わ
れ
る
が
、
た
だ
し
、
正
法
を
誹
謗
し
た
人
、
つ
ま
り
大
乗
は
仏
説
に
あ
ら
ず
な
ど
と
言
っ

て
大
乗
仏
典
を
誹
謗
中
傷
す
る
人
と
、
五
逆
罪
を
作
っ
た
人
は
除
く
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
で
す
が
、
他
方
、

『
観
無
量
寿
経
』
で
は
「
五
逆
の
罪
人
も
救
わ
れ
る
」
と
さ
れ
ま
す
。
浄
土
三
部
経
に
基
づ
く
限
り
、
文
言
の
上
で
は
、
五
逆
の
罪

人
が
救
わ
れ
る
お
経
と
救
わ
れ
な
い
お
経
の
両
方
が
あ
る
ん
で
す
。『
無
量
寿
経
』
は
、
文
言
上
、
救
わ
れ
な
い
お
経
で
す
。
こ
の

事
情
を
ご
存
じ
な
い
方
が
「
善
導
さ
ん
の
解
釈
に
基
づ
か
ず
、
元
々
の
仏
陀
の
教
え
に
基
づ
く
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
」
と
言
っ
た

り
、
善
導
さ
ん
の
解
釈
を
軽
視
さ
れ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
五
逆
の
罪
人
が
救
わ
れ
る
か
救
わ
れ
な
い
か

が
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
で
は
そ
れ
を
誰
が
決
め
る
か
。
善
導
さ
ん
が
決
め
ま
す
。
善
導
さ
ん
が
決
め
て
、
そ
れ
が
浄
土
宗
の
教

義
に
な
る
わ
け
で
す
。「
五
逆
の
罪
人
も
Ｏ
Ｋ
で
す
」。
そ
う
な
っ
て
初
め
て
浄
土
宗
の
教
義
な
ん
で
す
。
そ
こ
を
誤
解
の
な
い
よ
う

に
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
お
経
は
相
手
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
説
き
分
け
ま
す
の
で
、
文
言
上
、
矛
盾
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
矛
盾
を

な
い
よ
う
に
す
る
の
が
解
釈
者
で
す
。
解
釈
者
の
解
釈
に
よ
ら
な
い
と
浄
土
宗
の
教
え
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
五
逆
の
罪
人
は
救

わ
れ
ま
す
と
い
う
お
経
も
あ
れ
ば
、
救
わ
れ
ま
せ
ん
と
い
う
お
経
も
あ
っ
て
、�
救
わ
れ
ま
す
�
に
し
な
い
と
浄
土
宗
の
教
え
に
は

な
り
ま
せ
ん
。�
救
わ
れ
ま
す
�
に
し
た
人
は
誰
か
と
い
う
と
善
導
さ
ん
な
ん
で
す
。
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浄
土
三
部
経
を
ベ
ー
ス
に
善
導
さ
ん
の
解
釈
で
浄
土
宗
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
立
て
る
必
要
が
あ
っ

た
の
か
。「
勝
手
に
浄
土
宗
を
立
て
た
り
し
て
」
っ
て
後
で
非
難
が
起
こ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
い
や
、
私
は
浄
土
宗
を
立
て
る
必

要
が
あ
る
ん
で
す
」「
善
導
さ
ん
の
解
釈
に
よ
っ
て
私
は
浄
土
宗
を
立
て
ま
す
」。
ど
う
し
て
浄
土
宗
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
か
と
言

え
ば
、

│
│
わ
れ
浄
土
宗
を
立
つ
る
こ
こ
ろ
は

（
私
が
浄
土
宗
を
立
て
る
意
図
は
）

│
│
凡
夫
の

（
煩
悩
を
断
じ
て
い
な
い
一
般
の
人
が
）

│
│
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を
し
め
さ
ん
が
た
め
な
り

（
聖
者
の
み
の
住
ま
う
高
位
の
浄
土
│
│
報
土
と
い
う
の
で
す
が
│
│
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め

で
す
）

も
し
そ
れ
を
示
す
こ
と
な
く
、
浄
土
宗
を
立
て
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。「
悪
い
人
で
も
極
楽
往
生
で
き

ま
す
」
っ
て
言
っ
た
時
の
�
極
楽
�
が
、
レ
ベ
ル
の
低
い
仮
の
極
楽
だ
っ
た
ら
興
ざ
め
で
す
よ
ね
。「
レ
ベ
ル
の
高
い
浄
土
に
生
ま

れ
ら
れ
る
け
ど
、
そ
れ
は
レ
ベ
ル
の
高
い
人
だ
け
で
す
」
と
な
っ
た
ら
我
々
と
し
て
は
困
る
わ
け
で
す
。
悪
い
こ
と
を
し
た
人
で
も

レ
ベ
ル
の
高
い
極
楽
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
保
証
を
し
て
く
れ
る
の

が
浄
土
宗
で
す
。
そ
の
浄
土
宗
の
教
義
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
が
善
導
さ
ん
で
す
。
善
導
さ
ん
だ
け
が
、「
悪
い
こ
と
を
し
て
い
て
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も
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
他
の
人
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。

善
導
さ
ん
の
解
釈
で
浄
土
宗
を
立
て
な
か
っ
た
ら
、「
誰
で
も
が
無
条
件
に
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
極
楽
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
浄
土
宗
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

プ
リ
ン
ト
の
親
鸞
聖
人
の
『
浄
土
高
僧
和
讃
』
に
「
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て
、
浄
土
真
宗
ひ
ら
き
つ

つ
、
選
択
本
願
述
べ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
も
浄
土
宗
も
法
然
上
人
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
の
が
元
々
の
理
解
で

す
。
し
か
し
今
は
残
念
な
が
ら
浄
土
真
宗
は
浄
土
真
宗
、
浄
土
宗
は
浄
土
宗
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
経
緯

で
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

９

専
修
念
仏
の
立
場

次
に
、
法
然
上
人
の
浄
土
宗
の
基
本
的
な
立
場
は
「
専
修
念
仏
（
専
ら
念
佛
を
修
め
る
こ
と
）」
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

│
│
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
称
名
念
仏
の
み
が
、
阿
弥
陀
仏
、
釈
尊
、
そ
れ
以
外
の
仏
さ
ま
方
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ

た
、
極
楽
往
生
の
た
め
の
、
確
実
で
、
無
上
の
価
値
あ
る
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
以
外
に
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り

す
る
生
死
輪
廻
を
超
え
る
道
は
な
か
な
か
見
出
し
が
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
悪
人
・
善
人
、
有
智
・
無
智
、
男
女
、
貴
賤
の

区
別
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
に
よ
る
万
民
救
済
の
本
願
に
す
が
り
、
他
の
行
を
差
し
置
い
て
、
専
ら
念
仏
し
な
さ
い
。
そ

う
す
れ
ば
必
ず
極
楽
往
生
で
き
ま
す
。
極
楽
往
生
を
す
れ
ば
必
ず
覚
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
う
い
う
立
場
で
あ
り
ま
す
。
他
の
行
は
差
し
置
い
て
、
ひ
た
す
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
浄
土
宗
の
立

場
で
あ
り
、
ま
た
法
然
上
人
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
（
こ
う
い
う
表
現
は
悪
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
）
非
常
に
う
け
ま
し

て
、
専
修
念
仏
の
教
え
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
法
然
上
人
は
、
ご
自
身
が
六
十
六
歳
の
時
に
書
か
れ
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の

末
尾
に
、

す
く
な

│
│
之
を
信
ず
る
者
は
多
く
、
信
ぜ
ざ
る
も
の
は
尠
し

と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

浄
土
宗
が
大
嫌
い
で
厳
し
く
批
判
し
て
お
ら
れ
る
日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
│
一
二
八
二
）
は
、
嘆
き
な
が
ら
、「（
法
然
上
人
よ
り

二
百
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
）
源
信
（
九
四
二
│
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
日
本
人
の
三
分
の
一
が
念
仏
者
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
百
年
経
っ
て
永
観
が
『
往
生
拾
因
』
を
書
い
た
が
た
め
に
日
本
国
民
の
三
分
の
二
が
念
仏
者
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
度
、
法
然
が
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
を
書
い
た
が
た
め
に
日
本
国
民
の
三
分
の
三
が
念
仏
者
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。」
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
良
か
っ
た
、
良
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。「
な
ん
ち
ゅ
う
こ
と
や
」

と
嘆
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

良
い
こ
と
も
あ
れ
ば
悪
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
か
ら
す
る
と
お
弟
子
さ
ん
に
あ
た
る
明
禅
（
一
一
六
七
│
一
二
四
二
）

が
、『
述
懐
鈔
』
の
中
で
、

│
│
我
が
朝
に
浄
土
を
勧
め
、
念
仏
を
広
む
る
人
多
し
と
い
へ
ど
も
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（
我
が
国
で
浄
土
を
す
す
め
、
念
仏
を
広
め
た
人
は
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
も
）

│
│
こ
の
上
人
は
、
信
・
謗
と
も
に
常
の
人
に
超
え
た
り

（
法
然
上
人
を
信
じ
る
人
も
、
批
判
す
る
人
も
、
い
ず
れ
も
常
人
を
超
え
て
い
ま
す
）

つ
ま
り
、
人
気
投
票
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
ワ
ー
ス
ト
ワ
ン
を
独
占
し
て
お
ら
れ
る
。
人
気
が
あ
る
代
わ
り
に
非
難
を
す
る
人
も
多
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

│
│
そ
の
故
を
尋
ぬ
る
に

（
そ
の
わ
け
を
探
っ
て
い
く
と
）

│
│
一
向
専
念
の
勧
め
よ
り
起
れ
り

（
専
修
念
仏
の
教
え
を
勧
め
て
い
る
か
ら
で
す
）

�
一
向
専
念
�
は
専
修
念
仏
と
同
じ
こ
と
で
す
。
他
の
行
は
差
し
置
い
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
を
お
唱
え
し
ま
し
ょ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。（
※
そ
の
理
由
は
、
可
能
性
の
点
で
も
、
価
値
の
点
で
も
、
念
仏
が
他
の
修
行
よ
り
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る
か
ら
、
と

解
釈
さ
れ
ま
す
。）
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１０

大
原
問
答
（
一
一
八
六
？

浄
土
宗
の
教
え
を
質
す
集
会
）

浄
土
宗
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
教
え
（
い
わ
ば
新
興
宗
教
）
で
す
の
で
、
そ
の
教
え
を
問
い
た
だ
す
よ
う
な
集
会
も
あ
っ

た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
場
で
法
然
上
人
は
、「
確
か
に
ど
の
宗
派
の
教
え
も
尊
い
け
れ
ど
も
、
浄
土
宗
の
メ
リ
ッ
ト
が
一

つ
だ
け
あ
る
。
何
か
と
い
う
と
、
今
は
末
法
の
世
の
中
で
あ
る
。
悟
り
を
開
く
こ
と
も
修
行
を
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
。
た
だ
教
え

だ
け
が
残
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
実
際
に
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
確
実
に
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き

る
の
は
浄
土
宗
だ
け
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
大
原
問
答
」
あ
る
い
は
「
大
原
談
義
」
は
、
京
都
の
北
の
ほ
う
、
大

原
（
京
都
市
左
京
区
大
原
）
で
、
天
台
僧
顕
真
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
伝
説
的
な
部
分
も
多
く
、
細

か
い
と
こ
ろ
に
関
し
て
は
ど
れ
ぐ
ら
い
信
じ
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
よ
う
で
す
が
、
法
然
上
人
が
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ

ろ
、
み
ん
な
信
伏
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

１１

弟
子
た
ち

お
弟
子
さ
ん
に
ど
ん
な
人
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
プ
リ
ン
ト
に
は
、
信
空
、
弁
長
、
証
空
、
源
智
、
隆
寛
、
蓮
生

（
熊
谷
直
実
）
な
ど
な
ど
と
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
の
大
学
に
ゆ
か
り
の
親
鸞
聖
人
も
入
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

わ
り
あ
い
権
力
の
座
に
つ
い
た
人
も
庇
護
者
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
九
條
兼
実
（
一
一
四
九
│
一
二
〇
七
）
は
法
然
上
人
の
主
著

で
あ
る
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
の
執
筆
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。（
兼
実
は
、
妻
の
四
十
九
日
当
日
に
法
然
上
人
を
戒
師
と
し
て
出
家
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を
遂
げ
、
藤
原
定
家
の
『
明
月
記
』
建
仁
二
年
一
月
二
十
八
日
条
に
「
其
の
例
を
聞
か
ず
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
後
述
の
法

然
上
人
流
罪
の
打
撃
と
責
任
感
か
ら
、
流
罪
後
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。）
つ
ま
り
専
修
念
仏
の
教
え
は
、
大
変
幅
広
い
階
層

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１２

専
修
念
仏
へ
の
批
判

代
表
例：

興
福
寺
奏
状
（
貞
慶
執
筆
）

け
れ
ど
も
、
先
程
か
ら
申
し
て
お
り
ま
す
と
お
り
、
専
修
念
仏
に
は
批
判
も
あ
り
、
こ
れ
を
禁
止
し
て
ほ
し
い
と
朝
廷
に
訴
え
る

動
き
が
た
び
た
び
起
き
て
お
り
ま
す
。
代
表
例
と
し
て
『
興
福
寺
奏
状
』
の
九
箇
条
の
失
（
過
失
）
の
概
略
を
挙
げ
て
お
き
ま
し

た
。
ち
な
み
に
法
然
上
人
に
直
接
関
係
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第
八
箇
条
だ
け
は
法
然
上
人
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
然
上
人
の
教
え
を
悪
く
解
釈
し
た
人
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
第
八
箇
条
を
除
い
た
、
他
の
八
箇
条
は
、
一
部

同
様
の
点
も
あ
り
ま
す
が
、
だ
い
た
い
法
然
上
人
の
教
え
か
ら
直
接
出
て
く
る
も
の
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

①
「
新
宗
を
立
つ
る
失
（
新
し
い
宗
を
立
て
る
過
失
）」

新
し
い
宗
派
を
立
て
る
の
は
け
し
か
ら
ん
。
法
然
上
人
は
宗
を

立
て
る
ほ
ど
立
派
な
人
で
は
な
い
。
善
導
さ
ん
か
ら
教
え
を
承
け
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
時
代
的
な
差
は
五
百
年
で
、
師
匠

か
ら
弟
子
と
い
う
形
で
承
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
天
皇
陛
下
の
許
し
（
勅
許
）
も
得
て
い
な
い
。

②
「
新
像
を
図
す
る
失
（
新
し
い
仏
像
を
描
く
過
失
）」

専
修
念
仏
者
（
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ひ
た
す
ら
唱
え
る
人
）
だ
け

に
阿
弥
陀
様
の
救
い
の
光
が
当
た
っ
て
い
る
新
奇
な
絵
を
描
い
て
喜
ん
で
い
る
。

③
「
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失
（
釈
尊
を
軽
視
す
る
過
失
）」

「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
…
…
」
と
阿
弥
陀
様
に
ば
っ
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か
り
頼
っ
て
、
お
釈
迦
様
を
何
と
心
得
て
お
る
。
阿
弥
陀
様
の
教
え
を
伝
え
た
の
は
釈
尊
で
あ
る
の
に
、
お
釈
迦
様
を
な
い

が
し
ろ
に
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
仏
教
徒
と
は
言
え
な
い
。

④
「
万
善
を
妨
ぐ
る
失
（
多
く
の
す
ぐ
れ
た
修
行
を
妨
げ
る
過
失
）」

念
仏
以
外
を
軽
ん
じ
て
修
行
を
し
な
く
て
も
い
い

と
な
る
と
、
そ
れ
こ
そ
仏
教
が
衰
え
て
し
ま
う
。

⑤
「
霊
神
に
背
く
失
（
立
派
な
神
々
に
背
く
過
失
）」

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
て
阿
弥
陀
様
だ
け
を
礼
拝
す
れ
ば
よ

い
。
神
様
は
礼
拝
し
な
く
て
も
い
い
、
な
ど
と
言
う
。
日
本
は
神
の
国
で
あ
る
の
に
何
と
い
う
態
度
で
あ
る
か
。

⑥
「
浄
土
に
暗
き
失
（
浄
土
を
知
ら
な
い
過
失
）」

念
仏
以
外
で
も
極
楽
往
生
で
き
る
の
に
、「
往
生
の
た
め
に
は
念
仏
に

限
る
」
と
念
仏
だ
け
を
勧
め
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

⑦
「
念
仏
を
誤
る
失
（
念
仏
を
誤
解
す
る
過
失
）」

念
仏
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
心
の
中
で
仏
様
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る

と
か
、
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
様
と
一
体
化
す
る
の
も
念
仏
で
あ
る
。
口
で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
の
は
、
他

の
修
行
の
で
き
な
い
人
た
ち
が
や
む
な
く
選
ぶ
、
価
値
の
低
い
修
行
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
価
値
が
高
い
な
ど
と
言
っ

て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
念
仏
に
限
る
の
は
考
え
が
偏
っ
て
い
る
。

⑧
「
釈
衆
を
損
ず
る
失
（
仏
教
徒
を
毀
損
す
る
過
失
）」

一
回
念
佛
さ
え
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
か
ら
悪
行
を
恐
れ
る
必
要

は
な
い
と
言
い
、
仏
教
徒
に
害
を
与
え
る
も
の
た
ち
（
一
念
義
の
徒
）
が
い
る
。

⑨
「
国
土
を
乱
る
失
（
日
本
国
を
乱
す
過
失
）」

こ
ん
な
状
態
で
念
仏
し
か
唱
え
な
い
人
間
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ

そ
お
寺
を
建
て
る
人
も
な
く
な
る
し
、
念
仏
以
外
の
修
行
を
す
る
人
も
い
な
く
な
る
し
、
他
の
宗
派
も
衰
え
る
。
仏
教
に
よ

っ
て
国
家
の
安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
に
、
安
全
保
障
が
で
き
な
く
な
る
と
国
が
滅
ん
で
し
ま
う
。
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ど
れ
も
結
構
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
言
っ
た
ら
ダ
メ
な
ん
で
す
け
ど
（
笑
い
）。
浄
土
宗
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
国
家

の
安
泰
を
は
か
る
と
い
う
発
想
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
ね
（
あ
る
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
探
し
て
み
ま
す
け
ど
、
現
在
の
と
こ

ろ
法
然
上
人
が
国
家
の
安
泰
に
言
及
さ
れ
た
例
は
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
）。�
自
分
が
�
こ
の
苦
し
み
の
世
の
中
を
ど
う
し
た
ら
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
一
点
し
か
な
い
ん
で
す
。
国
家
が
ど
う
…
と
い
う
意
識
は
（
少
な
く
と
も
）
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
結
果
的
に
⑨
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

１３

建
永
の
法
難
（
一
二
〇
七
、
七
五
歳
）

以
上
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
ま
し
て
、
一
方
で
は
大
変
支
持
さ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
方
で
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
の

で
す
。「
で
も
ま
あ
、
専
修
念
仏
と
い
っ
て
も
仏
教
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
事
な
き
を
得
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
建
永
の
法

難
と
い
う
決
定
的
な
弾
圧
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

法
然
上
人
の
弟
子
で
あ
る
住
蓮
、
安
楽
が
、
東
山
鹿
谷
で
善
導
の
、
極
楽
の
様
子
を
褒
め
称
え
た
り
、
極
楽
往
生
を
す
す
め
た
り

す
る
『
六
時
礼
讃
』
と
い
う
行
事
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。『
六
時
礼
讃
』
は
音
楽
で
あ
り
、
節
が
つ
く
の
で
大
変
人
気
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
後
鳥
羽
上
皇
が
熊
野
詣
の
留
守
の
間
に
、
上
皇
に
仕
え
る
女
性
が
住
蓮
、
安
楽
に
つ
い
て
勝
手
に
出
家
を
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
男
女
関
係
、
密
通
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
聞
が
流

れ
て
、
そ
の
風
聞
に
従
っ
て
取
り
調
べ
ら
れ
た
結
果
、
密
通
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
（
こ
こ
は
研
究
上
の
問
題
が

あ
る
の
で
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
が
）、
結
局
は
後
鳥
羽
上
皇
の
逆
鱗
に
触
れ
て
住
蓮
、
安
楽
、
善
綽
、
聖
願
と
い
う
四
人
の
お
弟
子

さ
ん
が
死
罪
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
、
行
空
と
い
っ
た
、
最
低
六
人
の
方
が
流
罪
に
な
り
ま
す
。
法
然
上
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人
は
本
来
は
土
佐
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
讃
岐
に
流
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
門
弟
た
ち
に
衝
撃
が
走
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
門

弟
の
う
ち
一
番
弟
子
の
法
蓮
房
（
信
空
）
が
、

│
│
住
蓮
・
安
楽
は
す
で
に
罪
科
せ
ら
れ
ぬ

（
二
人
は
処
罰
さ
れ
ま
し
た
）

│
│
上
人
の
流
罪
は
た
だ
一
向
専
修
興
行
の
故

（
法
然
上
人
が
こ
の
よ
う
な
目
に
遭
わ
れ
る
の
は
、
た
だ
専
修
念
仏
を
盛
ん
に
な
さ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
※
密
通
事
件
の

た
め
だ
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
教
団
の
認
識
を
表
し
て
い
ま
す
。）

│
│
し
か
る
に
老
邁
の
御
身
、
遼
遠
の
海
波
に
お
も
む
き
ま
し
ま
さ
ば
、
御
命
安
全
な
ら
じ

（
七
十
五
歳
な
の
で
、
も
し
遠
い
四
国
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
命
も
安
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
師
匠
が
流
さ

れ
て
我
々
が
都
に
留
ま
る
の
で
は
我
々
の
面
目
が
立
ち
ま
せ
ん
。
し
か
も
こ
れ
は
勅
命
で
す
）

│
│
一
向
専
修
の
興
行
を
と
ど
む
べ
き
よ
し
を
奏
し
た
ま
ひ
て

（「
専
修
念
仏
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
は
も
う
辞
め
て
お
き
ま
す
」
と
表
向
き
天
皇
陛
下
に
申
し
上
げ
て
）

│
│
内
内
後
化
導
あ
る
べ
く
や
侍
ら
ん

（
内
々
に
お
す
す
め
な
さ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
）

と
提
案
し
た
ら
、
み
ん
な
門
弟
た
ち
は
「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
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│
│
上
人
の
給
は
く

（
法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
）

│
│
流
刑
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ら
ず

（
私
は
流
刑
と
決
ま
り
ま
し
た
が
、
決
し
て
恨
み
に
思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
）

│
│
そ
の
ゆ
へ
は
、
齢
す
で
に
八
旬
に
せ
ま
り
ぬ

（
何
故
か
と
い
う
と
、
私
は
八
十
歳
に
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
）

│
│
た
と
ひ
師
弟
お
な
じ
み
や
こ
に
住
す
と
も

（
た
と
え
、
あ
な
た
が
た
弟
子
た
ち
と
師
匠
で
あ
る
私
が
同
じ
都
に
住
ん
で
い
た
と
し
て
も
）

│
│
裟
婆
の
離
別
ち
か
き
に
あ
る
べ
し

（
娑
婆
で
の
離
別
（
死
別
）
も
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
）

│
│
た
と
ひ
山
海
を
へ
だ
つ
と
も

（
た
と
え
、
私
が
四
国
の
遠
い
所
へ
行
っ
て
、
み
な
さ
ん
が
都
に
い
て
山
・
海
を
隔
て
た
と
し
て
も
）

│
│
浄
土
の
再
会
な
む
ぞ
う
た
が
は
ん

（
極
楽
浄
土
で
再
会
で
き
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
）

宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
の
強
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
言
っ
て
な
だ
め
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
専
修
念
仏
の
教
え

を
語
っ
て
お
ら
れ
た
時
、
一
人
の
弟
子
に
「
法
然
上
人
、
お
や
め
く
だ
さ
い
。
世
間
の
人
が
ど
う
思
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
制
止

さ
れ
た
と
こ
ろ
、
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│
│
わ
れ
た
と
ひ
死
刑
に
お
こ
な
は
る
と
も
、
こ
の
事
い
は
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず

（
た
と
え
死
刑
に
な
っ
た
と
し
て
も
こ
の
専
修
念
仏
の
教
義
を
説
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
）

と
言
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
流
罪
に
決
ま
っ
て
か
ら
九
條
兼
実
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
残
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

│
│
露
の
身
は
こ
こ
か
し
こ
に
て
き
え
ぬ
と
も
こ
こ
ろ
は
お
な
じ
花
の
う
て
な
ぞ

（
互
い
に
離
れ
て
命
を
終
え
る
と
し
て
も
、
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
極
楽
浄
土
に
咲
く
同
じ
蓮
の
台
な
の
で
す
）

１４

帰
洛
と
入
滅
（
一
二
一
二
、
八
十
歳
）

そ
し
て
数
年
経
ち
、
七
十
九
歳
で
京
都
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
、
大
谷
（
今
の
知
恩
院
）
に
お
い
て
、
一
二
一
二
年
、
旧
暦
の

一
月
二
十
五
日
に
八
十
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。

１５

弟
子
源
智
の
阿
弥
陀
仏
造
立
願
文
（
一
二
一
二
年
十
二
月
二
十
四
日
付
）

亡
く
な
っ
て
一
年
経
過
す
る
少
し
前
に
、
弟
子
の
源
智
が
法
然
上
人
へ
の
報
恩
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
立
像
を
造
ら
れ
ま
し
て
、
仏

様
と
我
々
凡
夫
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
た
い
と
、
お
念
仏
を
唱
え
る
人
た
ち
、
念
仏
結
縁
者
、
数
万
人
の
名
前
を
書
い
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て
納
入
さ
れ
ま
し
た
。「
先
に
極
楽
に
往
生
し
た
人
は
、
我
々
を
迎
え
取
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
三
尺
の
阿
弥
陀
仏
の
お
腹
の
中
に
入

れ
て
お
か
れ
て
、
そ
れ
が
長
い
間
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
昭
和
五
十
年
代
に
分
か
り
ま
し
て
、
今
回
、
法
然
上
人
の

八
百
年
遠
忌
を
記
念
し
て
浄
土
宗
の
手
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
交
名
の
一
部
に
、
法
然
、
安
楽
、
住
蓮
、
善
綽
、
聖

願
、
源
頼
朝
を
は
じ
め
と
す
る
源
氏
の
人
た
ち
、
ま
た
平
家
の
人
た
ち
の
名
前
も
あ
り
ま
し
た
。
お
弟
子
さ
ん
の
源
智
は
平
家
の
出

身
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
安
楽
、
住
蓮
、
善
綽
、
聖
願
と
い
う
、
死
罪
に
な
っ
た
人
の
名
前
も
仏
様
の
胎
内
に

入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
尊
成
（
後
鳥
羽
上
皇
）
と
新
院
（
土
御
門
院
）、
つ
ま
り
、
弾
圧
を
し
た
側
の
名
前
も
一
緒
に
入

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
弾
圧
す
る
・
さ
れ
る
の
も
、
一
つ
の
結
縁
で
あ
る
。
こ
の
縁
を
大
切
に
し
て
一
緒
に
極
楽
浄
土
へ
行
き

ま
し
ょ
う
と
い
う
発
想
で
す
。
本
当
な
ら
ば
後
鳥
羽
上
皇
は
、
兄
弟
弟
子
を
殺
し
た
憎
ん
で
も
憎
み
き
れ
な
い
相
手
で
す
け
れ
ど

も
、
弟
子
の
源
智
は
殺
さ
れ
た
四
人
と
、
殺
し
た
側
と
両
方
、「
先
に
極
楽
に
生
ま
れ
た
ら
導
い
て
ほ
し
い
。
私
が
先
に
生
ま
れ
た

ら
み
な
さ
ん
を
導
き
ま
す
。」
と
書
い
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
の
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
る
時
に
「
敵
を
怨
む
な
」「
悟
り
を
求
め

な
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
敵
味
方
、
両
方
一
緒
に
極
楽
浄
土
に
往
生
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
方
に
繋
げ
て
い
る
の
で

す
。
プ
リ
ン
ト
に
「
怨
親
平
等
思
想
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
「
敵
も
味
方
も
平
等
に
見
る
思
想
」
と
い
う
意
味
で
す
。
生

前
、
法
然
上
人
が
手
紙
な
ど
で
弟
子
に
言
い
聞
か
せ
て
い
た
思
想
が
こ
こ
に
具
体
的
な
形
と
な
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

１６

法
然
の
人
柄

最
後
に
「
法
然
上
人
の
お
人
柄
」
に
つ
い
て
、
少
し
和
歌
を
載
せ
て
い
ま
す
。（
和
歌
も
『
四
十
八
巻
伝
』
第
三
十
巻
の
末
尾
か

ら
採
り
ま
し
た
。）
実
は
表
題
を
「
話
の
分
か
る
法
然
」
あ
る
い
は
「
冗
談
の
分
か
る
法
然
」
に
し
よ
う
と
さ
え
思
い
ま
し
た
。
と
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い
う
の
は
、
最
初
の
は
恋
愛
の
歌
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
歌
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
半
分
真
面
目
で
半
分
冗
談
な

ん
で
す
。

│
│
極
楽
へ
つ
と
め
て
は
や
く
い
で
た
た
ば

（
お
念
仏
を
勤
め
て
早
朝
早
く
極
楽
へ
出
発
し
た
な
ら
ば
（「
つ
と
め
て
」
が
掛
詞
））

│
│
み
の
お
は
り
に
は
ま
ゐ
り
つ
き
な
ん

（
身
の
終
わ
り
、
つ
ま
り
死
ぬ
時
に
は
、
そ
し
て
巳
の
刻
の
終
り
、
つ
ま
り
午
前
十
一
時
前
に
は
、
着
く
で
し
ょ
う
）

一
つ
は
、「
極
楽
へ
朝
早
く
出
発
し
た
ら
、
十
一
時
前
く
ら
い
に
は
着
く
で
し
ょ
う
」。
も
う
一
つ
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え

た
ら
、
死
ん
で
極
楽
へ
着
く
で
し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
の
歌
で
す
。
言
葉
遊
び
を
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
。（
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で

は
、
ま
さ
か
真
面
目
な
法
然
上
人
が
洒
落
た
こ
と
を
言
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
予
断
か
ら
か
、「
巳
の
終
り
」
と
の
掛
詞
を
キ

ャ
ッ
チ
す
る
人
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
「
つ
と
め
て
」
が
掛
詞
な
ら
、「
み
の
お
は
り
」
も
掛
詞
で
な
け
れ
ば
バ
ラ
ン
ス

が
と
れ
ま
せ
ん
。）
と
い
う
こ
と
で
、
冗
談
の
分
か
る
人
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

│
│
わ
れ
は
た
だ
ほ
と
け
に
い
つ
か
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
こ
こ
ろ
の
つ
ま
に
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き

も
、「
心
の
端
に
か
け
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
「
心
に
思
う
妻
あ
る
い
は
夫
」
を
か
け
て
お
ら
れ
る
の
で
、
生
真
面
目
な
だ
け

の
お
坊
さ
ん
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
。
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│
│
か
り
そ
め
の
い
ろ
の
ゆ
か
り
の
こ
ひ
に
だ
に

（
男
女
の
情
愛
、
肉
体
を
縁
と
す
る
恋
愛
の
場
合
で
あ
っ
て
も
）

│
│
あ
ふ
に
は
身
を
も
を
し
み
や
は
す
る

（
会
う
時
に
身
を
惜
し
ん
だ
り
し
ま
す
か
）

こ
れ
を
私
な
り
に
解
釈
す
る
と
、「（
付
き
合
っ
て
い
る
男
女
が
会
う
時
に
）
時
間
が
な
い
、
遠
い
、
疲
れ
る
、
金
が
な
い
、
な
ど

と
言
い
ま
す
か
？
」。
も
う
ち
ょ
っ
と
笑
っ
て
く
だ
さ
い
（
笑
い
）。「
時
間
が
な
い
、
遠
い
、
疲
れ
る
、
金
が
な
い
」
な
ん
て
言
う

場
合
は
、
所
詮
、
好
い
て
な
い
ん
で
す
ね
。
も
し
好
き
な
ら
ば
身
を
惜
し
む
は
ず
が
な
い
で
す
。
こ
れ
は
表
の
意
味
で
す
。
裏
の
意

味
は
、
ま
し
て
仏
様
の
教
え
を
求
め
る
時
に
は
、
金
が
な
い
、
時
間
が
な
い
、
疲
れ
る
…
と
は
思
わ
ず
に
、
そ
れ
こ
そ
身
体
を
な
げ

う
っ
て
で
も
求
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
み
た
い
な
者
の
話
を
、
遠
い
所
か
ら
、
時
間
が
な
い
、
金
が
な
い

（
お
金
は
あ
ま
り
か
か
っ
て
な
い
で
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）、
疲
れ
る
、
と
思
わ
な
い
で
来
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
た
だ
、
話
の
中
身
が
ど
う
か
が
問
題
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
い
）。
そ
う
い
う
、
恋
愛
を
し
て
い
る
男
女
の
心
の
中
ま
で
分
か
っ

て
い
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
目
で
読
む
と
、
次
も
結
構
き
わ
ど
い
歌
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

│
│
阿
弥
陀
仏
に
そ
む
る
心
の
色
に
い
で
ば

（
阿
弥
陀
仏
に
私
の
心
が
染
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
心
が
も
し
色
に
出
れ
ば
（
※
色
彩
に
出
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す

が
、「
色
に
出
る
」
と
い
う
の
は
、『
百
人
一
首
』
で
も
「（
恋
愛
感
情
が
）
態
度
に
出
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
））

│
│
秋
の
こ
ず
え
の
た
ぐ
ひ
な
ら
ま
し
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（
私
の
ほ
っ
ぺ
は
真
っ
赤
に
な
る
で
し
ょ
う
）

も
し
私
が
阿
弥
陀
様
に
恋
を
し
て
い
て
、
そ
れ
が
外
に
現
れ
た
と
し
た
ら
、
ほ
っ
ぺ
が
真
っ
赤
に
な
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
か
ら
、『
徒
然
草
』（
三
十
九
段
）
に
載
っ
て
い
て
他
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、

│
│
或
る
人
、
法
然
上
人
に
「
念
仏
の
時
、
ね
ぶ
り
に
を
か
さ
れ
て
行
を
怠
り
侍
る
事

（
あ
る
人
が
法
然
上
人
に
、「
お
念
仏
を
し
て
い
て
も
、
眠
た
く
な
っ
て
修
行
を
怠
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
）

│
│
い
か
が
し
て
こ
の
さ
は
り
を
や
め
侍
ら
ん
」
と
申
し
け
れ
ば

（
こ
の
障
害
を
ど
う
し
て
取
り
除
い
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
」
と
お
聞
き
す
る
と
）

│
│
「
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
ど
、
念
佛
し
給
へ
」
と
答
へ
ら
れ
け
る
、
い
と
尊
か
り
け
り
。

（「
目
が
覚
め
た
時
に
念
仏
を
し
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
答
え
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
言
葉
で
あ

る
。）

私
だ
っ
た
ら
、
学
生
に
「
授
業
中
は
ち
ゃ
ん
と
起
き
と
け
」
と
言
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
法
然
上
人
の
お
人
柄
な
ら
「
眠
た

く
な
れ
ば
、
寝
て
お
い
た
ら
え
え
。
起
き
て
い
る
時
に
聞
け
ば
い
い
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
と
思
っ
て
、
反
省
す
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
…
。
次
は
個
人
的
に
大
変
好
き
な
言
葉
で
す
（『
和
語
灯
録
』、『
浄
土
宗
全
書
』
九
巻
六
〇
二
頁
）。

│
│
あ
る
と
き
又
の
給
は
く
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（
あ
る
時
、
法
然
上
人
は
ま
た
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。）

│
│
「
あ
は
れ
こ
の
た
び
し
お
ほ
せ
ば
や
な
」

（「
あ
あ
、
こ
の
た
び
ば
か
り
は
極
楽
往
生
し
た
い
も
の
だ
な
あ
」
と
）

│
│
そ
の
時
乗
願
申
さ
く

（
そ
の
時
、
乗
願
房
と
い
う
お
弟
子
さ
ん
が
聞
き
咎
め
て
次
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
）

│
│
「
上
人
だ
に
も
か
や
う
に
不
定
げ
な
る
お
ほ
せ
の
候
は
ん
に
は
、
ま
し
て
そ
の
余
の
人
は
い
か
が
候
べ
き
」

（「
法
然
上
人
さ
え
も
が
そ
ん
な
に
頼
り
な
さ
げ
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
た
ら
、
我
々
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
ん
で
す

か
」「
今
ま
で
さ
ん
ざ
ん
、
念
仏
唱
え
た
ら
極
楽
往
生
で
き
る
か
ら
、
絶
対
に
大
丈
夫
だ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
、
続
け
て

き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
）

│
│
そ
の
時
上
人
う
ち
わ
ら
ひ
て
の
給
は
く

（
法
然
上
人
は
「
は
は
は
」
と
笑
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
）

│
│
「
蓮
台
に
の
ら
ん
ま
で
は
、
い
か
で
か
こ
の
お
も
ひ
は
た
え
候
へ
き
」
と

（
極
楽
世
界
に
あ
る
と
い
う
蓮
池
の
蓮
の
台
に
乗
る
ま
で
は
、
ど
う
し
て
こ
の
思
い
の
無
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
）

僕
は
大
好
き
な
ん
で
す
。「
こ
う
だ
、
こ
う
だ
」
っ
て
強
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
反
面
、「
そ
う
は
言
う
け
ど
な
、
や
っ
ぱ
り
な
、

極
楽
行
っ
て
み
な
分
か
ら
へ
ん
ね
ん
」
っ
て
一
方
で
は
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
法
然
上
人
の
人
間
的
な
魅
力
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

時
間
を
超
過
し
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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３１ 浄土宗宗祖法然房源空の生涯と思想

『真宗文化』第25号平成27年度2016年3月発行（真宗文化研究所）




