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一
、
は
じ
め
に

法
洲
上
人
（
以
下
諸
師
の
敬
称
を
略
す
）
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
山
口
県
青
海
島
西
円
寺
に
住

持
し
、
念
仏
の
教
え
を
ひ
ろ
め
た
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
。
宗
内
に
お
い
て
は
こ
の
法
洲
（
一
七
六
五

～
一
八
三
九
）
と
そ
の
師
法
岸
（
一
七
四
四
～
一
八
一
五
）
と
法
洲
の
弟
子
法
道
（
一
八
〇
四
～

一
八
六
三
）
を
「
大
日
比
三
師
」
と
称
し
て
お
り
、
こ
の
三
師
の
講
説
遺
稿
を
集
め
た
も
の
が
『
大

日
比
三
師
講
説
集
』
で
あ
る
。『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
の
目
次
と
著
者
を
整
理
す
る
と
、
所
収
の

遺
稿
が
も
っ
と
も
多
い
の
は
法
洲
で
あ
る
。

法
洲
が
活
躍
し
た
当
時
の
時
代
状
況
に
つ
い
て
深
貝
慈
孝
氏
は
、

周
知
の
ご
と
く
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
は
関
東
十
八
檀
林
と
い
う
僧
侶
養
成
機
関
が
整
い
、
伝
法

制
度
も
完
備
し
て
、
行
学
の
面
で
も
最
盛
期
を
迎
え
て
い
る
。
一
方
本
末
制
度
、
寺
檀
制
度
の

も
と
に
一
般
浄
土
宗
住
職
は
、
寺
請
印
形
を
中
心
と
し
た
そ
の
職
に
安
住
し
て
、
中
頃
と
も
な

る
と
、
専
修
念
仏
の
自
行
化
他
と
い
う
本
来
の
活
動
を
多
く
は
停
止
し
た
状
態
に
あ
っ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
時
代
の
悪
弊
、
僧
侶
の
俗
化
堕
落
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る

（
１
）

。

と
し
、
徳
川
幕
府
の
庇
護
の
も
と
に
僧
侶
達
が
堕
落
し
、
俗
世
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
送
っ
て
お
り
、

自
行
も
化
他
も
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
寺
檀
制
度
が
確

立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
の
経
済
的
基
盤
は
安
定
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
伴
い
僧
侶
の
風
儀
が
俗

世
の
も
の
と
変
わ
ら
な
く
な
り
、
名
聞
利
養
を
求
め
る
僧
侶
も
多
く
な
り
教
団
そ
の
も
の
が
形
式
主

義
に
陥
り
退
廃
の
道
を
辿
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
２
）

。
当
時
の
仏
教
界
の
状
況
に
つ
い
て

井
川
定
慶

（
３
）

氏
、
伊
藤
真
徹

（
４
）

氏
、
長
谷
川
匡
俊

（
５
）

氏
ら
は
、

・
寺
檀
制
度
等
の
幕
府
の
仏
教
統
制
政
策
か
ら
生
じ
た
、
僧
風
の
堕
落
及
び
教
化
活
動
の
停
滞
。

・
経
文
釈
義
に
違
っ
た
新
義
を
立
て
る
こ
と
の
禁
止
な
ど
、
浄
土
宗
法
度
等
の
諸
法
度
に
よ
る
束
縛

か
ら
生
じ
る
弊
害
。

と
い
う
問
題
を
挙
げ
て
い
る

（
６
）

。

ま
た
、中
野
隆
元

（
７
）

氏
は
、「
法
洲
の
心
配
せ
ら
れ
た
る
こ
と
は
、当
時
一
般
布
教
家
の
云
っ
て
い
る
、

祈
祷
念
仏
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
大
橋
俊
雄

（
８
）

氏
は
、「
こ
の
念
仏
祈
祷
、
現
世
利
益
の
曲
解
が

布
教
上
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
」
と
し
て
当
時
の
浄
土
宗
内
に
お
い
て
「
祈
祷
念
仏
」・「
現
世
利
益
」

が
問
題
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
浄
土
宗
内
に
お
い
て
、
祈
祷
念
仏
の
肯
定
派
と
否
定
派
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

（
９
）

。
肯
定
派
の
主
張
は
、「
国
家
安
穏
」・「
宝
祚
延
長
」
を
祈
る
こ
と

は
国
民
と
し
て
当
然
で
あ
る
と
し
、
凡
夫
は
浄
土
往
生
を
目
指
し
て
い
て
も
、
様
々
な
現
世
利
益
を

求
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
世
利
益
を
求
め
る
心
は
、
浄
土
門
へ
引
き
込
む
方
便
に
な

る
の
で
、
積
極
的
に
現
世
利
益
を
説
き
勧
め
る
べ
き
だ
と
し
た）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
法
洲
は
、「
祈
祷

念
仏
」
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
多
く
の
紙
面
を
割
き
、
問
答
を
通
し
て
自
説
を
述
べ
て
い
る
。

法
洲
の
『
講
説
大
意
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
郡
嶋
泰
威
氏
が
分
科
表
を
作
成
し
て
い
る
が
今
そ

れ
に
基
づ
き
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
に
な
る
。
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髙

橋

昌

彦

一

『
講
説
大
意
』
の
分
科
表

総
論　

自
力
聖
道
を
説
か
ず
浄
土
他
力
の
法
門
を
説
け

各
論１

、
雑
行
を
勧
め
ず
、
正
行
を
勧
め
よ

２
、
要
中
要
は
三
心
の
法
門

３
、
僧
は
仏
使
で
あ
る

４
、
勧
誡
二
門
の
作
略
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法
洲
は
各
論
12
に
お
い
て
、
祈
祷
に
関
す
る
十
の
問
答
を
設
け
詳
細
な
批
判
を
な
し
て
い
る
が
管

見
す
る
と
こ
ろ
、法
洲
の「
祈
祷
念
仏
」批
判
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
研
究
は
、中
野
隆
元
氏「
浄

土
宗
布
教
に
関
す
る
法
洲
の
所
説）

（（
（

」、
郡
嶋
泰
威
氏
「『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
に
学
ぶ）

（（
（

」
の
み
で
あ

り
、
教
学
的
に
詳
細
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
と

共
に
、
法
然
と
の
相
違
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
こ
こ
で
取
り
扱
う
テ
キ
ス
ト
は
『
大

日
比
三
師
講
説
集
』
上
巻
所
収
の
も
の
を
用
い
る
。

二
、
法
洲
の
祈
祷
に
関
す
る
説
示

ま
ず
、
分
科
表
に
従
い
法
洲
の
祈
祷
に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い

（
な
お
各
論
12
、
祈
祷
に
つ
い
て
の
う
ち
②
・
③
に
関
し
て
は
今
回
の
問
題
に
直
接
関
係
し
な
い
の

で
省
略
す
る
）。

①
【
祈
祷
法
な
け
れ
ば
災
難
魔
障
に
よ
り
念
仏
怠
惰
す
る
か
】
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
答

が
な
さ
れ
て
い
る
。

或
人
又
云
、
諸
宗
一
統
祈
祷
法
あ
り
て
、
災
難
魔
障
等
を
除
く
、
然
に
宗
門
に
於
て
、
一
向
に

其
設
け
な
く
ば
、
災
難
魔
障
等
あ
り
て
、
念
佛
を
も
退
墮
す
べ
し
と
云
ふ
人
あ
り
、
此
こ
と
云

何
ん
、答
て
云
、諸
宗
總
じ
て
祈
祷
法
あ
る
こ
と
は
、具
縛
の
凡
夫
、自
力
修
行
の
こ
と
な
れ
ば
、

力
用
弱
し
、
故
に
天
魔
惡
神
の
障
礙
、
横
難
横
死
の
災
に
妨
ら
れ
て
、
退
墮
に
及
ぶ
こ
と
多
け

れ
ば
、
是
を
除
く
の
設
け
な
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
佛
け
除
災
却
魔
の
、
祈
祷
法
を
あ

た
へ
玉
へ
り
、
爾
る
に
我
宗
門
に
、
修
す
る
所
は
、
超
發
無
上
別
願
他
力
の
法
な
れ
ば
、
力
用

至
て
強
く
、
而
も
阿
彌
陀
佛
は
、
光
明
を
も
て
攝
取
護
念
し
玉
へ
ば
、
大
光
明
中
、
決
無
魔
事

と
て
、
天
魔
波
旬
は
跡
を
け
づ
り
、
横
難
横
死
の
怖
れ
あ
る
こ
と
な
し
、
此
大
益
あ
る
上
に
、

釋
尊
及
び
一
切
諸
佛
、
一
切
諸
菩
薩
、
一
切
諸
天
善
神
は
、
前
後
左
右
を
圍
繞
し
て
、
加
被
守

護
し
玉
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
何
の
爲
に
祈
祷
を
用
ひ
ん
、
諸
宗
に
用
ゆ
る
は
、
災
害
魔
嬈
を
遁
れ

ん
為
に
こ
そ
な
せ
、
さ
れ
ば
災
害
あ
る
者
の
な
す
を
見
て
、
災
害
な
き
者
の
、
是
れ
を
な
ら
ふ

は
、
譬
へ
ば
病
身
の
者
の
、
服
藥
す
る
を
見
て
、
無
病
の
人
の
、
藥
を
服
す
る
が
如
し
、
又
無

病
の
服
藥
、
た
だ
益
な
き
の
み
に
非
ず
、
却
て
大
害
を
な
す
如
く
、
魔
嬈
災
害
な
き
、
念
佛
の

行
者
の
、
祈
祷
を
な
す
も
、
た
だ
其
無
益
の
み
な
ら
ん
や
、
總
別
二
種
の
安
心
欠
け
て
、
た
と

ひ
頭
燃
を
拂
ふ
如
く
に
つ
と
む
る
も
、
現
世
に
於
て
は
、
攝
取
護
念
の
益
を
蒙
ら
ず
し
て
、
魔

嬈
に
あ
ひ
、
未
來
に
於
て
は
、
報
土
往
生
の
大
益
を
失
ひ
て
、
悪
趣
に
墮
す
、（
此
惡
趣
に
墮

す
る
と
云
ふ
は
、
祈
祷
せ
し
故
に
、
悪
趣
に
墮
す
る
と
云
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
祈
祷
せ
し
故
、
本

願
に
背
く
、
本
願
に
背
く
故
に
、
攝
光
護
念
を
蒙
ら
ず
、
攝
光
護
念
の
益
を
得
ざ
る
が
故
に
、

罪
業
を
滅
せ
ず
、
罪
業
を
滅
せ
ざ
る
が
故
に
、
墮
獄
す
と
云
ふ
こ
と
な
り
、
此
意
を
得
ず
し
て
、

誹
謗
す
る
こ
と
な
か
れ
、）
見
つ
べ
し
、
祈
念
祈
祷
と
狼
狽
れ
ば
、
却
て
護
念
に
あ
づ
か
ら
ず
、

唯
往
生
の
爲
と
志
せ
ば
、
攝
取
護
念
の
益
に
あ
づ
か
る
、
是
を
求
時
不
得
、
不
求
自
得
の
法
門

と
云
ふ
、
哀
れ
な
る
哉
、
朝
夕
誦
ず
る
光
明
遍
照
の
文
意
を
も
知
ら
ず
、
怖
れ
氣
も
な
く
、
大

聲
を
發
し
て
、
祈
念
に
な
る
、
祈
祷
に
な
る
、
現
當
兩
益
、
二
世
安
樂
と
勸
説
す
る
、
實
に
一

二

５
、
釈
尊
隨
自
意
の
法
を
説
け

６
、
自
讃
毀
他
と
破
邪
顕
正
の
区
別

７
、
①
自
讃
毀
他
と
破
邪
顕
正
の
区
別

②
対
機
の
教
諭
と
説
法
講
談
の
別

８
、
正
見
・
邪
見
の
別

９
、
輩
の
講
者
、
比
喩
事
実
に
男
女
の
情
欲
に
わ
た
る
義
を
談
ず
べ
か
ら
ず

10
、
今
時
念
仏
勧
進
す
る
に
不
正
の
勧
め

①
不
正
の
勧
め
、
三
種

②
導
師
・
元
祖
の
祈
念
、
宝
祚
延
長
の
祈
り
、
百
万
遍
念
仏
に
つ
い
て

③
祈
祷
両
益
の
隨
他
を
も
っ
て
誘
引
す
る
の
は
な
ぜ
か
？

11
、
不
浄
説
法

12
、
祈
祷
に
つ
い
て

①
祈
祷
法
な
け
れ
ば
災
難
魔
障
に
よ
り
念
仏
怠
惰
す
る
か
？

②
祈
願
所
の
設
け
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？
（
１
）

③
祈
願
所
の
設
け
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？
（
２
）

④
祈
念
祈
祷
は
善
事
で
あ
る
の
に
、
何
故
往
生
の
障
り
と
な
る
の
か
？

⑤
念
仏
者
の
祈
念
祈
祷
の
者
の
往
生
は
？

⑥
元
祖
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
、
三
祖
が
余
の
仏
神
に
祈
祷
を
許
し
て
阿
弥
陀
仏
に
申
す
の

を
誡
め
る
は
な
ぜ
か
？

⑦
念
仏
者
に
悪
事
災
難
あ
る
は
な
ぜ
か
？

⑧
現
当
両
益
は
宗
義
に
背
い
て
い
な
い
。
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
？

⑨
定
業
受
報
遁
れ
る
こ
と
な
い
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
仏
神
に
祈
祷
法
が
あ
る
の
か
？

⑩
決
定
業
な
ら
ば
祈
る
に
益
な
き
義
を
示
し
て
な
い
の
か
？

13
、
日
課
念
仏
を
勧
め
よ

①
従
来
の
帰
依
の
仏
神
が
あ
り
、
誦
す
る
と
こ
ろ
の
経
陀
羅
尼
等
を
閣
く
時

②
未
入
浄
土
門
の
先
に
誹
謗
罪
を
造
っ
た
人
に

③
な
る
べ
く
多
く
の
数
遍
を
誓
い
な
さ
い

④
病
で
日
課
を
勤
め
ら
れ
な
い
時

⑤
縁
あ
る
者
に
勧
め
よ

⑥
病
身
及
び
今
日
の
活
行
に
追
わ
れ
聴
法
に
障
り
あ
る
人
に

⑦
日
課
授
与
作
法

総
結　

祈
念
祈
祷
に
転
ぜ
ず
一
向
専
修
念
仏
を
偏
勧
せ
よ）

（（
（
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盲
衆
盲
を
牽
て
、
深
坑
に
墮
せ
し
む
る
と
は
、
此
人
の
爲
の
針
砭
な
る
を
や）

（（
（

、

こ
の
問
答
に
お
い
て
、
問
者
は
法
洲
に
「
諸
宗
に
は
全
て
祈
祷
法
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
災
難
魔

障
を
除
い
て
い
る
が
、
浄
土
宗
門
に
お
い
て
は
祈
祷
法
が
無
い
。
そ
の
た
め
災
難
魔
障
に
よ
っ
て
念

仏
も
退
転
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
問
う
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
法
洲
は
、
諸
宗
に
祈
祷
法
が
あ
る
の
は
、
凡
夫
の
自
力
修
行
は
功
徳
が
弱
く
、
災

難
魔
障
や
横
難
横
死
の
災
い
に
妨
げ
ら
れ
退
墮
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
除
く
た

め
の
祈
祷
法
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
浄
土
宗
の
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
超
発
無
上
別
願
他

力
の
法
で
あ
る
た
め
、
そ
の
功
徳
の
力
は
強
く
、
し
か
も
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
り
摂
取
護
念
が
あ

る
の
で
、
災
難
魔
障
や
横
難
横
死
と
い
っ
た
災
い
が
つ
け
入
る
隙
が
な
い
。
大
益
が
あ
る
上
に
釋
尊

及
び
一
切
諸
仏
・
一
切
諸
菩
薩
・
一
切
の
諸
天
善
神
が
加
被
守
護
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
ど
う
し

て
祈
祷
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
主
張
を
、
病
の
者
が
薬
を
服
用

す
る
の
を
見
て
無
病
の
人
が
薬
を
服
用
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
例
え
、
無
病
の
者
が
薬
を
服
用

す
る
の
は
た
だ
益
が
無
い
だ
け
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
大
害
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、魔
嬈
災
害
な
き
念
仏
の
行
者
が
祈
祷
を
行
う
こ
と
は
た
だ
無
益
な
だ
け
で
な
く
、

総
別
二
種
の
安
心
が
欠
け
て
し
ま
い
現
世
に
お
い
て
摂
取
護
念
の
益
を
蒙
ら
ず
魔
嬈
に
あ
い
、
さ
ら

に
未
来
世
に
お
い
て
は
報
土
往
生
の
大
益
を
失
い
悪
趣
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
悪
趣
に
墮
ち
る
と
云
う
の
は
、
祈
祷
し
た
か
ら
悪
趣
に
墮
ち
る
と
云
う
こ
と
で
は
な
い
。

祈
祷
し
た
為
に
本
願
に
背
き
、
本
願
に
背
い
た
為
に
摂
光
護
念
を
蒙
ら
ず
、
摂
光
護
念
の
益
を
得
る

こ
と
が
な
い
為
に
罪
業
を
滅
す
る
こ
と
が
な
く
、
罪
業
を
滅
す
る
こ
と
が
な
い
為
に
、
地
獄
に
堕
ち

る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
祈
念
祈
祷
と
う
ろ
た
え
れ
ば
か
え
っ
て
護
念
に
あ
ず
か
ら
ず
、
た
だ
往
生

の
た
め
に
称
え
れ
ば
、摂
取
護
念
の
益
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
、こ
れ
を
「
求
時
不
得
」・

「
不
求
自
得
」
の
法
門
と
し
て
い
る
。

④
【
祈
念
祈
祷
は
善
事
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
往
生
の
障
り
と
な
る
の
か
】
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
、
或
云
、
彌
陀
の
大
悲
は
、
五
逆
大
罪
の
者
を
す
ら
助
け
玉
ふ
、
爾
る
に
祈
念
祈
祷
は
、

善
悪
二
業
を
分
別
す
れ
ば
、
善
事
な
り
、
何
ぞ
往
生
の
障
り
と
な
ら
ん
や
、
と
云
人
あ
り
此
義

云
何
ん
、
答
ふ
、
他
力
本
願
往
生
の
法
門
は
、
機
の
善
悪
に
て
、
往
生
の
得
不
を
定
む
る
こ
と

に
は
非
ず
、
唯
厭
欣
心
あ
り
て
念
佛
す
る
も
の
、
本
願
に
引
立
ら
れ
て
往
生
を
遂
ぐ
、
五
逆
大

罪
の
悪
人
な
れ
ど
も
、
獄
火
來
現
に
怖
畏
し
て
、
娑
婆
の
著
心
少
し
も
な
く
、
唯
救
拔
を
賴
む

心
の
み
あ
り
て
、
念
佛
せ
し
故
往
生
す
、
爾
る
に
祈
祷
の
人
は
、
た
と
ひ
麁
強
の
罪
惡
な
し
と

い
へ
ど
も
、
厭
欣
心
立
ず
し
て
、
娑
婆
に
粘
著
す
る
も
の
な
れ
ば
、
爭
で
往
生
す
る
こ
と
を
得

ん
、
此
事
譬
へ
ば
、
千
石
二
千
石
の
大
船
も
、
碇
を
と
り
風
帆
に
任
す
れ
ば
彼
岸
に
到
り
、
十

石
二
十
石
の
小
船
も
、
纜
を
と
か
ざ
れ
ば
、
此
岸
を
離
る
る
こ
と
な
き
に
、
準
へ
て
し
る
べ
し）

（（
（

こ
の
問
答
で
問
者
は
「
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
は
五
逆
の
よ
う
な
大
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ
て
も
救
っ

て
く
れ
る
。
祈
念
祈
祷
は
善
悪
の
二
つ
に
分
け
れ
ば
善
事
で
あ
る
か
ら
、
往
生
の
妨
げ
に
な
ら
な
い

と
言
う
人
が
い
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
、
祈
祷
は
善
事
で
あ
る
の
に
な
ぜ
往
生
の
障
り
に
な

る
の
か
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
法
洲
は
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
本
願
往
生
の
法
門
は
機
根
の
善
悪
に
よ
っ
て
往
生
の

得
不
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
厭
欣
心
が
あ
っ
て
念
仏
す
る
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
引
き
立
て

ら
れ
て
往
生
を
と
げ
る
。
五
逆
大
罪
の
悪
人
で
あ
っ
て
も
、
娑
婆
へ
の
執
着
の
心
が
少
し
も
な
く
、

た
だ
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
頼
み
念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

祈
祷
を
行
う
人
は
た
と
え
重
い
罪
を
犯
し
て
い
な
く
と
も
、
厭
欣
心
が
な
く
娑
婆
に
執
着
す
る
心
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
例
え
る
な
ら
ば
、
千
石
二
千
石
と
い

っ
た
大
船
も
碇
を
と
り
風
帆
に
任
せ
れ
ば
彼
岸
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
十
石
二
十
石
と
い
っ
た

小
船
も
縄
を
解
か
な
け
れ
ば
、
此
岸
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑤
【
念
仏
者
の
祈
念
祈
祷
の
者
の
往
生
は
】
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
、
從
來
現
世
祈
願
の
人
は
、
往
生
な
ら
ず
と
成
立
せ
ら
る
れ
ど
も
、
諺
に
論
よ
り
證
據
と

云
如
く
、
現
に
我
知
る
念
佛
の
行
者
に
、
祈
念
祈
祷
を
な
し
た
る
が
、
臨
終
正
念
に
し
て
、
大

往
生
遂
た
る
人
あ
り
、
さ
れ
ば
祈
祷
に
往
生
の
害
な
き
に
非
や
、
答
ふ
、
此
は
是
れ
臨
終
廻
心

の
往
生
と
云
も
の
な
り
、
平
生
の
中
、
祈
念
祈
祷
の
爲
、
或
は
現
當
兩
益
と
志
し
た
る
念
佛
に

て
、
往
生
せ
し
と
云
は
ば
、
既
に
上
に
云
如
く
、
具
三
心
者
、
必
生
彼
國
の
經
文
、
若
少
一
心
、

即
不
得
生
の
釋
文
、
及
び
安
心
僻
越
す
れ
ば
、
萬
行
徒
ら
に
施
す
と
云
如
き
は
、
皆
悉
く
虚
妄

と
な
る
な
り
、
さ
れ
ば
此
人
の
往
生
は
、
平
生
不
具
安
心
の
念
佛
に
て
、
往
生
せ
し
に
は
あ
ら

ず
、
病
氣
の
う
け
や
う
よ
く
、
所
詮
此
度
は
、
本
服
な
ら
じ
と
決
著
せ
し
よ
り
、
祈
念
祈
祷
の

念
を
斷
ち
て
、
唯
往
生
の
爲
に
、
唱
へ
し
も
の
故
、
此
念
佛
が
本
願
に
叶
ひ
て
、
往
生
の
益
を

得
た
る
な
り）

（（
（

。

問
者
は
「
従
来
現
世
祈
願
の
人
は
往
生
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
論
よ
り
証
拠
の
諺

の
よ
う
に
、
私
の
知
る
念
仏
行
者
で
祈
祷
を
し
て
い
た
が
、
臨
終
正
念
に
し
て
大
往
生
を
遂
げ
た
者

が
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
祈
祷
は
往
生
に
害
を
な
す
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
問

う
て
い
る
。

三
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法
洲
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
臨
終
廻
心
の
往
生
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
平
生
中
に
祈
祷
な
ど
の
思

い
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
現
当
両
益
を
志
し
た
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
し
た
と
い
う
な
ら
ば
、「
具

三
心
者
、
必
生
彼
国）

（（
（

」
の
経
文
、「
若
少
一
心
、
即
不
得
生）

（（
（

」
の
釈
文
な
ど
に
説
か
れ
る
安
心
と
異

な
っ
て
お
り
、
万
行
を
施
し
た
と
し
て
も
み
な
虚
妄
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
人
は
平

生
不
具
安
心
の
念
仏
で
あ
っ
て
、（
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
）
往
生
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
度
は
本

復
で
き
な
い
と
思
い
定
め
た
時
よ
り
、
祈
念
祈
祷
の
思
い
を
断
ち
、
た
だ
往
生
の
た
め
に
称
え
た
念

仏
が
本
願
に
叶
っ
た
の
で
往
生
し
た
と
し
て
い
る
。

⑥
【
元
祖
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
三
祖
余
の
仏
神
に
申
し
て
阿
弥
陀
仏
に
申
す
を
誡
め
る
は
何

故
か
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
て
云
、
同
じ
隨
多
の
説
に
於
て
も
、
元
祖
大
師
は
、
現
世
祈
願
に
念
佛
を
許
し
、
三
祖
禪

師
は
、
用
意
問
答
に
於
て
、
餘
の
佛
神
に
申
て
、
阿
彌
陀
佛
に
申
す
こ
と
を
誡
め
玉
へ
る
は
、

い
か
な
る
故
に
や
、
答
て
云
、
此
會
通
い
ま
だ
指
南
を
得
ざ
れ
ば
、
決
答
は
な
し
難
し
、
さ
れ

ど
も
僅
に
思
ひ
得
た
る
一
義
あ
れ
ば
、
試
に
是
を
宣
べ
し
、
凡
そ
法
門
の
敎
示
に
、
一
機
に
對

す
る
と
、
衆
機
に
對
す
る
と
は
、
左
右
あ
る
こ
と
あ
り
、
今
大
師
の
念
佛
に
て
、
二
世
兼
祈
を

示
し
玉
ふ
は
、
初
心
高
貴
の
、
一
機
へ
對
し
玉
ふ
故
な
り
、
す
べ
て
高
貴
の
人
は
、
娑
婆
執
著

殊
さ
ら
強
く
し
て
、
現
世
祈
祷
に
心
よ
る
も
の
故
、
念
佛
は
現
世
の
祈
禳
、
公
達
の
御
祈
り
の

料
に
も
と
、
先
念
佛
の
一
門
に
引
入
し
て
、
而
し
て
後
、
總
別
二
種
の
安
心
を
敎
示
し
、
往
生

極
樂
の
大
果
を
、
得
せ
し
め
ん
爲
の
御
設
け
な
り
、
―
―
中
略
―
―
又
三
祖
禪
師
の
、
此
世
の

祈
り
は
餘
の
佛
神
に
申
し
て
、
阿
彌
陀
佛
に
申
す
べ
か
ら
ず
と
、
仰
せ
ら
れ
た
る
は
、
所
對
一

人
に
非
ず
、
衆
に
對
し
書
に
筆
す
る
の
御
示
し
な
れ
ば
な
り
、
其
所
以
は
、
此
世
の
祈
り
を
も
、

彌
陀
に
申
せ
と
あ
る
と
き
は
、
現
世
祈
り
も
往
生
を
さ
へ
ず
と
、
思
ひ
誤
る
こ
と
多
か
る
べ
し
、

さ
れ
ば
又
現
世
の
こ
と
を
、
彌
陀
に
申
さ
ざ
れ
と
誡
め
玉
へ
ば
、
た
と
ひ
下
機
に
て
現
世
祈
り

を
止
め
得
ず
と
も
、
彌
陀
の
御
心
に
、
叶
ず
と
云
ふ
こ
と
を
知
る
故
、
臨
終
に
廻
心
し
、
往
益

を
得
る
こ
と
多
か
る
べ
き
故
に
、
殊
に
念
佛
に
て
祈
る
こ
と
を
、
誡
め
玉
へ
る
な
る
べ
し
、
是

し
か
し
な
が
ら
、
胸
臆
の
愚
案
な
れ
ば
、
取
捨
は
見
る
人
に
一
任
す
、
若
し
此
會
通
に
根
據
を

得
、
又
よ
き
考
へ
も
あ
ら
ば
、
爰
に
補
入
し
玉
は
ん
こ
と
を
希
ふ
の
み）

（（
（

、

問
者
は
「
法
然
は
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
て
、
三
祖
良
忠
は
現
世
の
こ
と
を
他
の
仏
神
に
祈
っ

て
も
阿
弥
陀
仏
に
祈
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
誡
め
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
問
う
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
法
洲
は
、ま
だ
会
通
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
結
論
を
出
す
の
は
難
し
い
と
し
た
上
で
、

今
少
し
だ
け
思
い
当
た
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
と
し
、
一
つ
の
機
に
対
す
る
話
と
多
く
の
機
に
対
す
る

話
な
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

法
然
の
話
は
初
心
高
貴
の
一
機
へ
対
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
高
貴
の
人
は
、
娑
婆
に

対
す
る
執
着
心
が
強
く
、
現
世
祈
祷
に
心
が
向
い
て
い
る
。
念
仏
は
現
世
の
祈
禳
、
公
達
の
祈
り
の

た
め
と
示
し
て
、
ま
ず
念
仏
の
一
門
に
引
入
し
、
そ
の
後
に
総
別
二
種
の
安
心
を
教
え
示
し
て
往
生

極
楽
の
大
果
を
得
さ
せ
る
た
め
の
設
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
三
祖
良
忠
が
、
こ
の
世
の
祈
り
は
他

の
仏
神
に
し
て
阿
弥
陀
仏
に
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
一
人
に
対
し
て
で
は
な
く
、
大
衆

に
対
し
て
説
い
た
の
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
現
世
の
祈
り
で
阿
弥
陀
仏
に
願
う
時
は
、
現
世
の
祈

り
が
往
生
を
妨
げ
な
い
と
思
い
誤
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
現
世
の
こ
と
を
阿
弥
陀
仏
に
願
う
こ
と
が

な
い
よ
う
に
と
誡
め
て
い
る
。
た
と
え
現
世
の
祈
り
を
止
め
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
心

に
叶
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
臨
終
に
廻
心
し
て
往
益
を
得
る
こ
と
が
多
い
故
に
、
と
く
に

念
仏
に
よ
っ
て
現
世
を
祈
る
こ
と
を
誡
め
て
い
る
と
し
て
い
る
。

⑦
【
念
仏
者
の
悪
事
災
難
あ
る
は
何
故
か
】
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
て
云
ふ
、
從
來
破
斥
の
祈
念
祈
祷
は
、
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
現
當
兩
益
は
、
經
釋
に
根
據

あ
り
謂
く
大
經
に
は
、
普
濟
諸
貧
苦
、
廣
濟
衆
厄
難
、
觀
經
に
は
心
光
攝
取
、
阿
彌
陀
經
に
は
、

諸
佛
護
念
の
明
文
あ
り
、
善
導
大
師
は
、
現
世
護
念
を
釋
し
、
元
祖
大
師
亦
此
義
を
祖
述
し
玉

へ
ば
、
宗
義
に
背
く
こ
と
な
き
に
あ
ら
ず
や
、
答
て
云
く
、
擧
る
所
の
經
釋
は
、
み
な
悉
く
不

求
自
得
と
て
、
佛
よ
り
與
へ
玉
へ
る
現
益
に
し
て
、
行
者
の
祈
求
す
る
所
に
は
あ
ら
ず
、
此
こ

と
底
に
徹
し
て
知
ら
ん
と
な
ら
ば
、
明
證
を
示
す
べ
し
、
導
師
觀
念
法
門
に
釋
し
玉
は
く
、
護

念
經
意
者
、
亦
不
レ
令
二
諸
惡
鬼
神
得
一レ
便
、
亦
無
三
横
病
横
死
横
有
二
厄
難
一
、一
切
災
障
、
自

然
消
散
、
除
二
不
至
心
一
已
上
、
こ
の
不
至
心
と
は
、
至
心
に
對
す
、
そ
の
至
心
と
は
、
豎
の

三
心
に
て
は
、
至
誠
心
に
あ
た
り
、
横
に
云
へ
ば
、
唱
ふ
る
所
の
念
佛
を
、
皆
往
生
の
爲
と
志

す
を
云
ふ
、
此
人
は
總
別
二
種
の
安
心
立
て
、
本
願
に
隨
順
す
る
故
、
順
次
に
報
土
に
往
生
し
、

自
利
利
他
圓
備
す
べ
き
、
至
て
大
切
の
人
な
れ
ば
、
故
障
な
く
此
大
益
を
得
さ
せ
ん
爲
に
、
横

難
横
死
横
に
厄
難
魔
撓
な
き
や
う
に
、
佛
菩
薩
諸
天
善
神
の
、
加
被
護
念
に
與
か
る
、
是
を
不

求
自
得
と
云
ふ
也
、
若
し
是
に
反
轉
し
て
、
唱
ふ
る
所
の
念
佛
を
、
現
當
兩
益
二
世
安
樂
と
廻

向
す
れ
ば
、
總
別
二
種
の
安
心
た
た
ず
、
本
願
に
か
な
は
ざ
れ
ば
、
淨
土
に
往
生
す
る
こ
と
を

得
ず
、
三
惡
四
趣
の
苦
處
に
沉
む
者
を
、
何
の
故
に
加
被
護
念
し
玉
は
ん
や
、
是
を
求
時
不
得

の
損
失
と
云
ふ
な
り
、
此
導
師
の
除
不
至
心
の
、
御
釋
を
以
て
照
せ
ば
、
佛
説
祖
釋
の
現
益
は
、

み
な
悉
く
不
求
自
得
の
義
な
る
こ
と
靑
天
に
白
日
を
見
る
よ
り
も
明
か
な
る
に
、
何
ぞ
宗
義
に

暗
く
し
て
、
求
時
不
得
の
邪
義
を
主
張
す
る
人
、
少
な
か
ら
ざ
る
や
、
實
に
是
を
も
哀
れ
ま
ず

四
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ん
ば
、
又
何
を
か
哀
ま
ん
、
苦
な
る
哉）

（（
（

、

問
者
は
「
従
来
の
破
斥
し
て
き
た
祈
念
祈
祷
の
話
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
当
両
益
は
経
典
や
釈

文
に
根
拠
が
あ
る
。『
大
経
』
に
は
、「
普
済
諸
貧
苦
、広
済
衆
厄
難
」、『
観
経
』
に
は
「
心
光
攝
取
」、

『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
諸
仏
護
念
」
の
明
文
が
あ
る
。
善
導
は
現
世
護
念
を
釈
し
、
法
然
も
ま
た
此

の
義
を
祖
述
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
宗
義
に
背
い
た
も
の
で
は
な
い
の
で
な
い
か
」
と

問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
洲
は
、今
挙
げ
ら
れ
た
経
釈
は
全
て
不
求
自
得
の
も
の
で
あ
っ
て
、

仏
よ
り
与
え
ら
れ
る
現
益
で
あ
り
、行
者
の
祈
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
善
導
の
『
観
念
法
門
』

を
根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
中
に
説
か
れ
る
不
至
心
と
い
う
の
は
、
至
心
に
対
す
る
も
の
で
、
そ
の
至
心
と
は
竪

の
三
心
に
お
い
て
は
至
誠
心
に
あ
た
り
、
横
の
三
心
で
言
え
ば
唱
え
る
念
仏
を
皆
往
生
の
為
と
志
す

事
を
い
う
。
こ
の
人
は
総
別
二
種
の
安
心
を
立
て
て
、
本
願
に
随
順
す
る
た
め
順
次
に
報
土
に
往
生

し
、
後
に
自
利
利
他
を
円
備
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
大
切
な
人
達
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
さ
わ
り
な
く

こ
の
大
益
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
横
難
横
死
横
に
厄
難
魔
撓
が
無
い
よ
う
に
、
仏
菩
薩
諸
天
善
神
の

加
被
護
念
に
与
か
る
。
こ
れ
を
「
不
求
自
得
」
と
云
う
。
も
し
こ
の
こ
と
に
反
し
て
、
唱
え
る
念
仏

を
現
当
両
益
二
世
安
楽
と
廻
向
し
た
な
ら
ば
、
総
別
二
種
の
安
心
が
立
た
ず
、
本
願
に
か
な
わ
ず
、

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
三
悪
四
趣
の
苦
処
に
沈
む
者
を
、
ど
う
し
て
加
被
護
念
で
き
よ

う
か
。
こ
れ
を
「
求
時
不
得
」
の
損
失
と
云
う
。
善
導
の
釈
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
仏
説
祖
釈
の

現
益
は
、
全
て
「
不
求
自
得
」
の
義
と
な
る
こ
と
は
、
青
天
に
白
日
を
見
る
よ
り
も
明
か
で
あ
る
。

ど
う
し
て
宗
義
に
暗
く
、「
求
時
不
得
」
の
邪
義
を
主
張
す
る
人
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
悲
し
ま
ず
し
て
、
何
を
悲
し
む
と
い
う
の
か
と
答
え
て
い
る
。

⑧
【
現
当
両
益
は
、
宗
義
に
背
い
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
】
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
て
云
ふ
、
専
修
念
佛
の
行
者
は
、
さ
の
如
く
諸
佛
菩
薩
諸
天
善
神
の
、
加
被
護
念
を
蒙
ら

ば
、
す
べ
て
惡
事
災
難
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
る
に
、
世
間
の
念
佛
者
を
見
る
に
、
ま
ま
不
可

意
の
こ
と
あ
る
は
云
何
ん
、
答
て
云
く
、
世
の
念
佛
の
行
者
に
、
う
ち
見
る
所
は
如
法
に
見
に

て
、
而
も
丙
心
不
調
三
心
不
具
に
し
て
、
本
願
に
契
は
ざ
れ
ば
、
魔
嬈
災
難
等
あ
る
べ
し
、
是

は
今
論
ず
る
所
に
非
ず
、
三
心
具
の
行
者
に
、
惡
事
災
難
等
の
如
き
こ
と
あ
る
は
、
決
定
業
の

宿
報
を
償
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
た
と
ひ
念
佛
者
と
い
へ
ど
も
、
是
を
遁
る
る
こ
と
能
は
ず
、
況
や

三
心
不
具
の
人
、
い
か
程
心
力
を
盡
し
て
、
禳
災
祈
祷
を
な
す
と
も
、
都
に
其
益
あ
る
こ
と
な

し
、
さ
れ
ば
決
定
業
に
至
り
て
は
、
祈
念
祈
祷
に
走
る
、
三
心
不
具
の
者
も
、
唯
往
生
の
爲
と

志
す
、
三
心
具
の
人
も
、
等
同
な
り
や
と
云
ふ
に
、
是
に
又
差
別
あ
り
、
三
心
具
の
人
の
業
報

に
は
、
轉
重
輕
受
の
利
益
と
て
、
未
來
決
定
墮
獄
の
報
を
、
現
在
の
病
苦
に
轉
じ
、
未
來
餓
鬼

道
の
定
業
を
、
現
在
の
貧
困
に
か
へ
、
現
世
に
受
く
べ
き
極
惡
大
病
を
、
輕
病
に
か
へ
、
現
世

に
受
べ
き
飢
渇
の
報
を
、
不
如
意
の
こ
と
に
轉
じ
玉
ふ
等
、
是
を
轉
重
輕
受
の
利
益
と
云
な
り
、

さ
れ
ば
因
果
の
道
理
に
闇
く
、
無
理
に
祈
り
て
、
定
報
を
遁
れ
ん
と
し
、
種
々
身
心
に
罪
業
を

累
ね
、
果
て
は
佛
神
を
迄
恨
む
る
如
き
、
大
邪
見
を
發
す
る
も
、
少
な
か
ら
ず
、
爾
る
に
專
修

の
行
者
の
如
き
は
、
不
可
意
の
こ
と
あ
る
は
、
皆
是
宿
惡
の
報
ふ
所
と
、
是
に
付
て
も
厭
欣
心

を
進
む
、
此
正
見
に
罪
報
も
輕
ま
る
上
に
、
殊
に
佛
意
に
契
ふ
故
に
、
鄙
し
き
世
の
諺
に
、
百

貫
の
方
に
編
笠
一
蓋
と
や
ら
ん
云
如
く
、
ほ
ん
の
因
果
の
道
理
を
破
ら
ぬ
迄
に
、
轉
重
輕
受
の

利
益
を
與
へ
玉
ふ
な
り
、
此
道
理
を
識
得
せ
ば
、
三
心
具
足
、
專
修
一
行
の
宗
義
を
弘
通
せ
ず

し
て
、
餘
事
に
口
を
開
く
を
、
淨
土
宗
門
の
人
と
云
は
ん
や
、
思
て
知
る
ベ
し）

（（
（

、

問
者
は
「
専
修
念
仏
の
行
者
は
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
護
念
を
蒙
っ
て
お
り
、
全
て
の
災
難
な
ど
な

い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
専
修
念
仏
の
行
者
に
災
難
な
ど
が
あ
る
の
か
」
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
法
洲
は
、
世
間
に
い
る
念
仏
の
行
者
の
中
に
は
、
一
見
は
如
法
に
見
え
て
い
て
も
内
心
は
そ
う

で
は
な
い
者
が
い
る
。
三
心
不
具
で
あ
る
な
ら
ば
本
願
に
か
な
っ
て
お
ら
ず
魔
嬈
災
難
等
が
あ
る
。

ま
た
三
心
具
足
の
行
者
で
あ
っ
て
も
悪
事
や
災
難
等
が
あ
る
の
は
、
決
定
業
の
宿
報
を
償
う
た
め
で

あ
る
。
た
と
え
ど
ん
な
念
仏
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て

や
三
心
不
具
の
人
が
心
力
を
つ
く
し
て
禳
災
祈
祷
を
し
て
も
、
す
べ
て
に
そ
の
益
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
決
定
業
に
関
し
て
は
、
祈
念
祈
祷
に
走
る
三
心
不
具
の
者
と
、
唯
往
生
の
為
と
志

す
三
心
具
足
の
人
で
は
、
同
じ
で
な
く
違
い
が
あ
る
。

三
心
具
足
の
人
の
業
報
に
は
、
未
来
に
決
定
し
て
い
る
墮
獄
の
報
を
現
在
の
病
気
の
苦
し
み
に
転

じ
、
未
来
は
餓
鬼
道
に
決
ま
っ
て
い
る
業
を
現
在
の
貧
困
に
か
え
る
。
そ
し
て
極
悪
大
病
を
軽
い
病

に
か
え
、
飢
渇
の
報
を
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い
苦
し
み
に
か
え
る
な
ど
の
転
重
軽
受
の
利
益
が
あ

る
。
因
果
の
道
理
に
暗
く
、
無
理
に
祈
っ
て
も
定
報
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
種
々
身
心
に
罪
業
を
か

さ
ね
、
最
後
に
は
仏
神
ま
で
も
恨
む
よ
う
な
こ
と
は
大
邪
見
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
起
こ
す

者
が
少
な
く
な
い
。

專
修
念
仏
の
行
者
は
、
納
得
の
出
来
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
全
て
宿
悪
の
た
め
に
報
い

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
厭
欣
心
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
因
果
の
道
理
を
破
ら
ぬ
中
で
転
重

軽
受
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
理
を
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
心
具
足
、
専
修
一

行
の
宗
儀
を
弘
通
せ
ず
に
他
の
事
を
口
に
す
る
の
は
、浄
土
宗
門
の
人
と
は
い
わ
な
い
と
し
て
い
る
。

五
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⑨
【
定
業
受
報
遁
れ
る
こ
と
な
く
ば
何
ぞ
仏
神
に
祈
祷
法
あ
り
や
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な

問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

或
人
又
云
、
定
業
受
報
遁
る
る
こ
と
な
く
ば
、
何
ぞ
佛
神
に
祈
祷
法
あ
り
や
、
答
ふ
、
業
に
付

て
二
あ
り
、
謂
く
決
定
業
と
不
定
業
と
な
り
、
決
定
業
は
、
上
に
云
如
く
、
遁
る
る
こ
と
な
け

れ
ど
も
、
若
し
横
災
横
難
の
不
定
業
な
る
時
は
、
如
法
に
修
す
れ
ば
、
祈
祷
法
に
て
遁
る
る
こ

と
あ
り
、
此
衆
生
の
苦
厄
を
拔
く
爲
に
、
祈
祷
法
あ
る
な
り）

（（
（

、

問
者
は
「
定
ま
っ
た
業
と
報
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
仏
や
神
の
教
え
に
祈
祷
法
が

あ
る
の
か
」
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
洲
は
、
業
に
は
決
定
業
と
不
定
業
の
二
つ
が
あ
る

と
す
る
。
決
定
業
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
の
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
横
災
横
難
の
よ

う
な
不
定
業
の
場
合
は
如
法
に
修
行
す
れ
ば
、
祈
祷
法
に
よ
っ
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
は
衆
生
の
苦
厄
を
抜
く
た
め
に
祈
祷
法
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

⑩
【
決
定
業
な
ら
ば
祈
る
に
益
な
き
義
を
示
し
給
わ
ざ
る
や
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
答

が
な
さ
れ
て
い
る
。

又
問
、
若
し
爾
ら
ば
、
な
ど
て
又
不
定
業
な
ら
ば
祈
る
べ
し
、
決
定
業
な
ら
ば
、
祈
る
に
益
な

き
義
を
示
し
玉
は
ざ
る
や
、
答
ふ
、
佛
神
顯
露
に
、
斯
く
示
し
玉
は
ざ
る
に
、
是
に
又
一
往
再

往
の
二
義
あ
り
、
一
に
は
定
業
不
定
業
に
、
祈
不
祈
の
義
を
示
し
玉
ふ
と
も
、
隔
生
即
忘
無
紳

通
の
凡
夫
、
爭
で
か
是
は
定
業
、
是
は
不
定
業
と
、
識
別
す
る
こ
と
を
得
ん
や
、
故
に
是
を
示

し
玉
は
ざ
る
な
り
、
こ
れ
は
是
一
往
の
義
な
り
、
次
に
再
往
の
義
と
は
、
佛
神
の
御
本
意
は
結

縁
に
あ
り
、
所
以
云
何
と
な
れ
ば
、
一
切
衆
生
佛
道
に
入
り
、
出
離
生
死
往
生
成
佛
の
法
を
修

せ
ん
こ
と
を
こ
そ
、
詮
に
欲
し
玉
へ
ど
も
、
無
始
已
來
生
死
に
流
轉
し
、
唯
生
を
貪
り
死
を
怖

る
る
の
執
深
く
、
後
世
と
云
を
ば
、
名
を
聞
く
を
も
忌
む
こ
と
な
れ
ば
、
慈
濟
の
益
を
施
し
玉

ふ
に
由
な
き
故
、據
な
く
迂
廻
な
れ
ど
も
、現
世
祈
溺
の
法
を
説
き
、彼
の
欲
の
釣
を
も
て
牽
て
、

法
に
入
る
る
の
方
便
を
な
し
玉
ふ
な
り
、
さ
れ
ば
往
生
に
望
み
な
き
人
は
、
唯
あ
ら
ん
よ
り
は
、

定
業
不
定
業
の
穿
鑿
せ
ず
、
或
は
經
文
陀
羅
尼
を
誦
じ
、
或
は
佛
神
の
御
名
を
と
な
へ
、
或
は

他
を
賴
み
て
も
、
す
す
み
て
祈
念
し
、
勵
み
て
祈
祷
す
べ
し
、
さ
れ
ど
も
出
離
の
爲
に
修
せ
ざ

れ
ば
、
近
き
益
を
得
ず
、
猶
六
道
に
輪
廻
し
て
、
無
量
の
苦
毒
を
受
べ
け
れ
ど
も
、
生
々
世
々
、

遠
生
の
後
の
後
に
は
、
こ
の
祈
祷
の
微
善
よ
り
し
て
、
終
に
正
信
修
行
の
人
と
な
り
て
、
往
生

成
佛
の
果
報
を
得
べ
け
れ
ば
な
り
、
さ
れ
ば
我
門
初
學
の
講
者
、
此
義
趣
を
委
知
し
て
、
假
り

に
も
隨
他
の
法
を
説
ず
し
て
、
唯
隨
自
專
修
の
正
義
を
講
説
す
べ
き
な
り）

（（
（

問
者
の
「
も
し
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
不
定
業
な
ら
ば
祈
る
べ
き
で
あ
り
、
決
定
業
で

は
祈
っ
て
も
益
が
な
い
と
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
法
洲
は
仏
や
神

が
す
ぐ
さ
ま
そ
の
決
定
業
と
不
定
業
の
考
え
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
二
つ
の
義
が
あ
る

と
す
る
。
一
つ
に
は
、
決
定
業
・
不
定
業
に
祈
と
不
祈
の
義
を
示
し
た
と
し
て
も
、
生
を
隔
て
れ
ば
、

前
世
の
こ
と
な
ど
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
特
別
な
力
な
ど
な
い
凡
夫
が
、
こ
れ
は
決
定
業
、
こ
れ

は
不
定
業
と
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、そ
れ
に
関
し
て
の
教
え
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
。

も
う
一
つ
は
、
仏
神
の
本
意
は
、
そ
の
教
え
に
帰
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
全
て
の
衆
生
を
仏
道
に

導
き
出
離
生
死
さ
せ
、
往
生
成
仏
の
法
を
修
行
す
る
こ
と
を
最
も
望
ん
で
い
る
の
で
、
執
着
の
心
が

深
い
人
々
を
救
う
た
め
、
現
世
祈
溺
の
法
を
説
き
現
世
に
対
す
る
執
着
を
も
利
用
し
て
、
往
生
成
仏

の
法
に
帰
入
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
往
生
に
望
み
の
な
い
人
は
あ
れ
だ
こ
れ
だ
と
言
う
よ
り
も
、
定
業
不
定
業
に
つ
い
て
詮

索
な
ど
せ
ず
、
経
文
陀
羅
尼
を
読
み
、
あ
る
い
は
仏
神
の
御
名
を
称
え
、
ま
た
他
の
も
の
に
頼
っ
て

祈
念
祈
祷
に
励
ん
だ
方
が
よ
い
。
し
か
し
、
出
離
の
為
に
修
す
れ
ば
近
き
益
を
得
ら
れ
ず
、
や
は
り

六
道
に
輪
廻
し
て
、
無
量
の
苦
毒
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
生
々
世
々
、
遠
生
の
後
の
後
に
は
、
こ
の

祈
祷
の
微
善
に
よ
っ
て
、
終
に
正
信
修
行
の
人
と
な
り
、
往
生
成
仏
の
果
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
我
ら
が
浄
土
宗
門
の
初
学
の
講
者
よ
、
此
義
の
心
を
深
く
理
解
し
、
い
つ
わ

り
の
随
他
の
法
を
説
か
ず
、
唯
随
自
専
修
念
仏
の
正
義
を
講
説
す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

以
上
、
法
洲
の
現
世
祈
祷）

（（
（

に
関
す
る
説
示
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
１
）　

浄
土
宗
の
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
他
力
の
法
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
る
摂
取
護

念
が
あ
る
た
め
、
災
難
魔
障
や
横
難
横
死
が
つ
け
い
る
隙
が
な
い
。
大
益
が
あ
り
、
釈
尊
・

一
切
諸
仏
・
一
切
諸
菩
薩
の
護
念
が
あ
る
か
ら
こ
そ
祈
祷
を
す
る
必
要
が
無
い
。

（
２
）　

祈
祷
を
し
た
為
に
悪
趣
に
堕
ち
る
わ
け
で
は
な
い
。（
た
だ
、
祈
祷
し
た
為
に
本
願
に
背
き
、

本
願
に
背
い
た
為
に
摂
光
護
念
を
蒙
ら
ず
、
摂
光
護
念
の
益
を
得
る
こ
と
が
無
い
為
に
罪
業

を
滅
す
る
こ
と
が
無
く
、
罪
業
を
滅
す
る
こ
と
が
な
い
為
に
、
地
獄
に
堕
ち
る
の
で
あ
る
。）

（
３
）　

祈
祷
は
善
事
で
あ
る
が
、
祈
祷
を
行
う
人
は
厭
欣
心
が
な
く
、
娑
婆
に
執
着
す
る
心
が
あ
る

か
ら
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
４
）　

現
世
祈
願
を
行
っ
た
人
が
臨
終
正
念
の
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
の
は
、
臨
終
廻
心
の
往
生
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
祈
念
祈
祷
の
思
い
を
断
ち
、
た
だ
往
生
の
為
に
念
仏
を
称
え
た
か
ら
で

あ
る
。

（
５
）　

法
然
が
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
念
仏
の
一
門
に
引
き
入
れ
、
そ
の
後

に
総
別
二
種
の
安
心
を
示
し
、
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
。

六
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七

（
６
）　

良
忠
は
、
現
世
の
祈
り
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
祈
念
す
る
時
は
、
現
世
の
祈
り
が
往
生
を
妨

げ
な
い
と
思
い
誤
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
現
世
の
こ
と
を
阿
弥
陀
仏
に
お
願
い
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
と
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
現
世
に
執
着
す
る
輩
が
現
世
の
祈
り
を
止
め

な
く
と
も
、
阿
弥
陀
仏
の
御
心
に
叶
わ
な
い
と
云
う
こ
と
を
知
り
、
臨
終
に
廻
心
し
て
、
往

益
を
得
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
故
、
念
仏
に
よ
っ
て
祈
る
こ
と
を
誡
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）　

往
生
浄
土
の
た
め
に
念
仏
を
称
え
た
者
は
仏
・
菩
薩
の
護
念
に
あ
ず
か
る
。
こ
れ
を
不
求
自

得
と
い
う
。
こ
れ
に
反
し
て
念
仏
を
称
え
て
現
当
二
世
安
穏
と
回
向
す
れ
ば
、
浄
土
宗
の
安

心
と
は
異
な
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
８
）　

仏
神
は
一
切
衆
生
が
仏
道
に
入
り
、
出
離
生
死
、
往
生
成
仏
の
法
を
修
す
る
こ
と
が
本
意
で

あ
る
。
仏
は
現
世
利
益
の
法
を
説
い
て
、
そ
の
欲
さ
え
も
利
用
し
、
仏
法
に
入
る
為
の
方
便

と
し
て
い
る
。
唯
随
自
専
修
の
正
し
い
教
え
を
講
説
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
法
然
の
説
示

次
に
法
然
に
お
け
る
現
世
祈
祷
に
関
す
る
説
示
を
整
理
し
て
み
た
い
。
法
然
は
『
選
択
集
』
第

十
一
章
に
お
い
て
、

専
ラ

念
ス二
ル

弥
陀
ノ

名
ヲ一

者
ハ

即
観
音
勢
至
常
随
影
護
シ
タ
マ
ヒ

亦
如
ナ中
ル
コ
ト
ヲ

親
友
知
識
ノ上

也
五
ニ
ハ

明
ス下

今
生
既
ニ

蒙
ル二

此
ノ

益
ヲ一

捨
テレ
テ

命
ヲ

即
入
ル二

諸
仏
之
家
ニ一

即
浄
土
是
ナ
リ

也
―
―
中
略
―
―
当
ニレ

知
ル

念

仏
ハ

有
リ二

如
キレ

此
ノ

等
ノ

現
当
二
世
始
終
ノ

両
益）

（（
（

一

と
述
べ
、
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
る
者
に
は
、
現
当
二
世
の
両
益
が
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
『
選
択
集
』
第
十
五
章
に
お
い
て
、

除
テレ

入
ル二
ヲ

三
昧
ノ

道
場
ニ一

日
別
ニ

念
弥
陀
仏
ヲ一

一
万
シ
テ

畢
命
相
続
ス
ル

者
ハ

即
蒙
リ二

弥
陀
ノ

加
念
ヲ一

得
レ

除
コ二
ト
ヲ

罪
障
ヲ一

又
蒙
ル下

仏
ト

与
二
聖
衆
一
常
ニ

来
テ

護
念
シ上
タ
マ
フ
コ
ト
ヲ

既
ニ

蒙
レ二
ハ

護
念
ヲ一

即
得
二
延
年
転
寿）

（（
（

ヲ一

と
述
べ
、
念
仏
に
よ
る
罪
障
滅
尽
・
随
逐
影
護
・
延
年
転
受
な
ど
の
現
世
利
益
を
示
し
て
い
る
。
法

然
は
往
生
浄
土
を
願
っ
て
称
え
る
念
仏
に
は
現
世
利
益
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

法
然
は
本
願
念
仏
と
祈
り
に
つ
い
て
、
本
願
念
仏
は
現
当
二
世
に
通
じ
る
唯
一
の
祈
り
で
あ
り
、

そ
れ
に
勝
る
祈
り
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
現
益
と
し
て
は
延
年
転
寿
や
転
重
軽
受
や
罪
障
滅
尽
や

随
逐
影
護
が
あ
る
と
し
、
当
益
と
し
て
は
往
生
浄
土
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
利
益
を
物
質

的
・
肉
体
的
利
益
と
し
て
延
年
転
受
と
転
重
軽
受
、
精
神
的
利
益
と
し
て
随
逐
影
護
、
罪
障
滅
尽
が

あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
法
然
は
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
す
る
御
返
事
」
で
、

念
仏
の
行
は
も
と
よ
り
有
智
無
智
を
簡
ば
ず
、
弥
陀
の
昔
誓
い
た
ま
い
し
本
願
は
遍
く
一
切
の

た
め
な
り
。
無
智
の
た
め
に
は
念
仏
を
願
と
し
、
有
智
の
た
め
に
は
余
行
を
願
と
し
た
ま
う
事

な
し
。
十
方
世
界
の
衆
生
の
た
め
な
り
。
有
智
無
智
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、
貴
き
も
賤
き

も
、
男
も
女
も
隔
て
ず
、
も
し
は
仏
在
世
の
衆
生
、
も
し
は
仏
の
滅
後
の
衆
生
、
も
し
は
釈
迦

の
末
法
万
年
の
後
三
宝
み
な
失
せ
て
後
の
衆
生
ま
で
、
た
だ
念
仏
ば
か
り
こ
そ
現
当
の
祈
祷
と

は
な
り
そ
う
ら
わ
め）

（（
（

。

と
述
べ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
阿
弥
陀
仏
が
誓
っ
た
本
願
は
遍
く
一
切
衆
生
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
本

願
に
誓
わ
れ
た
念
仏
の
行
は
有
智
無
智
の
人
を
選
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
法
然
は
阿
弥
陀

仏
の
本
願
を
十
方
世
界
に
い
る
全
て
の
衆
生
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
有
智
無
智
、
善
人
悪
人
、
持

戒
破
戒
、
身
分
が
貴
い
も
身
分
が
賤
き
も
、
男
も
女
も
分
け
隔
て
る
こ
と
な
く
、
も
し
く
は
釈
尊
在

世
の
衆
生
、
も
し
く
は
釈
尊
滅
後
の
衆
生
、
も
し
く
は
釈
尊
の
末
法
万
年
の
後
の
三
宝
が
全
て
失
し

た
後
の
衆
生
ま
で
も
、
た
だ
念
仏
だ
け
が
唯
一
現
当
の
祈
祷
と
な
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然
は
現
世
利
益
を
不
求
自
得
と
し
、
往
生
浄
土
を
願
っ
て
念
仏
し
て
い
る
者
に
具

わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
法
然
は
念
仏
の
第
一
義
は
往
生
浄
土
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
一
方
で
現
世
祈
祷
・
現
世
祈
り
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

。

し
た
が
っ
て
法
然
は
、
唯
一
念
仏
の
み
を
現
当
二
世
の
祈
祷
と
な
る
と
し
、
そ
の
功
徳
は
念
仏
者

に
分
け
隔
て
な
く
蒙
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
確
認
し
た
現
世
利
益
に
関
す
る
法
洲
と
法
然
の
説
示
か
ら
次
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違

点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
法
洲
も
法
然
も
そ
れ
ぞ
れ
、念
仏
を
往
生
浄
土
の
為
の
念
仏
と
す
る
こ
と
は
共
通
し
て
お
り
、

現
世
利
益
を
不
求
自
得
と
す
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

一
、
法
洲
は
、
現
世
祈
祷
を
娑
婆
執
着
の
心
で
現
世
に
縛
る
教
え
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
否
定
し

て
い
る
。

一
、
法
然
は
、
た
だ
念
仏
だ
け
が
唯
一
現
当
二
世
の
祈
祷
と
な
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
洲
は
、
法
然
の
往
生
浄
土
の
教
え
を
継
承
し
つ
つ
も
、
現
世
利
益
に
関
し
て
は
法

然
の
よ
う
な
寛
容
性
は
み
ら
れ
な
い
。
法
洲
が
現
世
祈
祷
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
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こ
と
の
背
景
と
し
て
は
、
法
洲
が
布
教
活
動
し
た
当
時
の
時
代
背
景
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
当
時
は
現
世
の
祈
祷
が
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
祖
師
の
教
え
を
ま
げ
て
伝
え
る
者
が
多
く

存
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
法
洲
は
祖
師
の
教
え
が
曲
っ
て
伝
わ
っ
て
し
ま
う
事
を
危
惧
し
、
法
然

の
教
え
の
本
筋
（
往
生
浄
土
の
た
め
の
念
仏
）
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
厳
し
い
態
度
を
と

っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
法
洲
は
「
法
然
が
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
念
仏
の
一

門
に
引
き
入
れ
、
そ
の
後
に
総
別
二
種
の
安
心
を
示
し
、
浄
土
往
生
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
」

と
語
っ
て
い
る
が
、
法
然
は
往
生
浄
土
を
願
っ
て
念
仏
す
る
者
に
は
、
現
当
二
世
の
両
益
が
あ
る
と

御
法
語
中
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
法
洲
は
往
生
浄
土
を
願
う
と
い
う
事
が
全
て
で
あ
り
、
娑
婆
に

執
着
す
る
心
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
い
る
。

法
洲
の
祈
祷
批
判
は
、
徹
底
的
に
娑
婆
に
対
す
る
執
着
を
厭
い
、
往
生
浄
土
の
み
を
願
う
と
い
う

信
仰
に
貫
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
洲
の
伝
記
に
は
、「
已
後
臨
終
近
き
病
人
な
れ

ば
、
設
へ
主
君
の
賜
は
る
薬
、
親
族
の
針
灸
等
も
、
ゆ
め
ゆ
め
こ
れ
を
用
る
こ
と
な
か
れ
、
そ
は
一

大
事
の
往
生
を
仕
損
ぜ
し
む
る
こ
と
な
れ
ば
、
実
に
無
慈
悲
の
極
と
や
い
は
ん）

（（
（

」
等
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
ま
た
法
洲
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
寛
容
的
な
法
然
と
は
異
な
り
そ
の
教
え
を
純

粋
か
つ
愚
直
に
追
及
し
て
い
た
、
一
人
の
念
仏
者
と
し
て
の
姿
を
法
洲
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る）

（（
（

。

註
（1）
深
貝
慈
孝
「
浄
土
宗
捨
世
派
に
お
け
る
理
論
と
実
践
―
―
特
に
関
通
流
を
中
心
と
し
て
―
―
」

（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
四
五
号
、
一
九
八
〇
年
）
四
五
七
～
四
五
八
頁
。

（2）
阿
川
文
正
『
大
日
比
西
円
寺
資
料
集
成
〈
往
生
伝
之
部
〉』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
一
年
）

四
五
七
～
四
五
八
頁
。

（3）
井
川
定
慶
「
江
戸
時
代
浄
土
宗
の
復
古
と
革
新
運
動
」（『
佐
藤
博
士
古
稀
記
念　

仏
教
思
想
論

叢
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
二
年
）
所
収
）

（4）
伊
藤
真
徹
『
日
本
浄
土
教
文
化
史
研
究
』（
隆
文
館
、
一
九
七
五
年
）
三
二
八
～
三
四
六
頁
。 

（5）
長
谷
川
匡
俊
『
近
世
浄
土
宗
の
信
仰
と
教
化
』（
北
辰
堂
、
一
九
八
八
年
）
一
三
〇
頁
。

（6）
こ
の
江
戸
時
代
の
僧
侶
実
情
に
つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
氏
「
日
本
仏
教
史
研
究
」
第
四
巻
に
お

い
て
僧
侶
堕
落
論
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

（7）
中
野
隆
元
「
浄
土
宗
布
教
に
関
す
る
法
洲
の
所
説
」（『
浄
土
学
』
第
二
巻
（
五･

六
輯
）、

一
九
八
〇
年
） 

四
六
七
頁
。

（8）
大
橋
俊
雄
「
大
日
比
三
師
の
往
生
論
と
往
生
伝
」（『
石
田
充
之
博
士
古
稀
記
念
論
文　

浄
土
教

の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
二
年
）
三
四
六
頁
。

（9）
安
達
俊
英「
江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る「
国
家
へ
の
祈
り
」」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』第
七
〇
号
、

二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
有
名
な
人
と
し
て
肯
定
派
大
我
（
一
七
〇
九
―
一
七
八
二
）・
文
雄

（
一
七
〇
〇
―
一
七
六
三
）。
否
定
派
関
通
（
一
六
九
六
―
一
七
七
〇
）
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（10）
安
達
俊
英
「
江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る
「
国
家
へ
の
祈
り
」」
一
四
四
～
一
四
七
頁
。

（11）
郡
嶋
泰
威
「『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
に
学
ぶ
」（『
浄
土
学
』
第
四
五
輯
、
二
〇
〇
八
年
）
を

参
考
に
し
つ
つ
、
作
成
し
た
。

（12）
前
掲
中
野
氏
論
文

（13）
前
掲
郡
嶋
氏
論
文

（14）
『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
上
巻
・
二
三
頁
上
。

（15）
『
同
右
』
二
五
頁
上
。

（16）
『
同
右
』
二
五
頁
下
。

（17）
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
「
三
者
迴
向
發
願
心
。
具
三
心
者
必
生
彼
國
。
復
有
三
種
衆
生
。
當
得

往
生
」
と
説
か
れ
て
い
る
。『
浄
全
』
一
・
四
六
頁
。

（18）
『
往
生
礼
讃
』
に
は
「
回
向
發
願
心
。
具
此
三
心
必
得
生
也
。
若
少
一
心
即
不
得
生
。
如
觀
經

具
説
」
と
あ
る
。『
浄
全
』
四
・
三
五
四
下
。

（19）
『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
上
巻
・
二
六
頁
上
。

（20）
『
同
右
』
二
七
頁
上
。

（21）
『
同
右
』
二
八
頁
上
。

（22）
『
同
右
』
二
八
頁
下
。

（23）
『
同
右
』
二
九
頁
上
。

（24）
密
教
の
加
持
祈
祷
は
、三
密
加
持
の
祈
祷
で
あ
り
四
種
法
・
六
種
法
が
あ
る
。そ
れ
は
息
災
法（
災

害
や
苦
難
を
除
去
す
る
た
め
の
法
）、
増
益
法
（
幸
福
や
健
康
を
招
来
す
る
た
め
の
法
）、
敬
愛

法
（
人
間
の
心
に
慈
愛
の
念
を
起
さ
せ
る
た
め
に
す
る
法
）、
調
伏
法
（
悪
人
や
悪
心
や
邪
霊

を
駆
逐
し
抑
圧
す
る
た
め
の
法
）、
延
命
法
（
命
を
長
ら
え
る
た
め
に
す
る
法
）、
鉤
召
法
（
本

尊
な
ど
を
勧
請
す
る
た
め
に
す
る
法
）で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
く
な
ら
ば
法
洲
は
念
仏
に
よ
り
、

息
災
法
と
延
命
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（25）
『
浄
土
宗
聖
典
』
三
巻
・
六
二
頁
～
六
六
頁
。

（26）
『
浄
土
宗
聖
典
』
三
巻
・
八
三
頁
。

八



法
洲
述
『
講
説
大
意
』
に
み
ら
れ
る
祈
祷
念
仏
批
判
に
つ
い
て

29

（27）
『
浄
土
宗
聖
典
』
四
巻
・
三
七
一
～
三
七
二
頁
。

（28）
深
貝
慈
孝
「
法
然
上
人
と
『
観
念
法
門
』
―
―
特
に
現
世
利
益
に
つ
い
て
―
―
」（『
浄
土
開
宗

八
百
年
記
念
法
然
上
人
研
究
』）、
林
田
康
順
「
法
然
上
人
に
お
け
る
祈
り
に
つ
い
て
―
―
特
に

現
世
利
益
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
七
〇
号
）、
安
達
俊
英
「
江
戸
期

浄
土
宗
に
お
け
る
「
国
家
へ
の
祈
り
」」
な
ど
。

（29）
師
法
岸
は
真
宗
と
の
間
で
激
し
い
教
義
論
争
を
行
っ
て
い
る
。法
洲
は
こ
う
い
っ
た
姿
を
見
て
、

邪
義
に
対
す
る
危
機
感
を
深
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
宗
論
の
問
題
に
つ
い
て
は
、上
野
大
輔「
長

州
大
日
比
宗
論
の
展
開
―
―
近
世
後
期
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
の
様
相
―
―
」（『
日
本
史
研
究
』

第
五
六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。）

（30）
『
大
日
比
三
師
傳
』
一
三
五
頁
。

（31）
現
代
に
お
い
て
は
今
一
度
法
然
と
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
事
象
ご
と
に
継
承
す
べ
き

内
容
か
否
か
を
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

九




