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本
論
は
「『
逆
修
説
法
』
の
研
究
」
と
題
し
、
浄
土
宗
祖
法
然
上
人
（
以
下
、
諸
師
の
敬
称
を
省
略
）
の

遺
文
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

全
四
章
に
わ
た
っ
て
考
察
を
施
す
。 

『
逆
修
説
法
』
は
、
外
記
禅
門
な
る
人
物
が
催
し
た
死
後
の
往
生
菩
提
の
た
め
に
生
前
あ
ら
か
じ
め
善

根
功
徳
を
修
し
て
お
く
七
七
日
（
四
十
九
日
間
）
の
「
逆
修
法
会
」
に
際
し
、
七
日
毎
に
六
度
の
導
師
を

勤
め
た
法
然
の
説
法
の
記
録
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
内
容
も
初
七
日
か
ら
六
七
日
ま
で
の
六
章

段
に
わ
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
七
日
で
、
阿
弥
陀
仏
身
に
関
す
る
讃
嘆
（
＝
仏
功
徳
讃
嘆
）
と
『
無

量
寿
経
』・『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
、『
観
経
』）・『
阿
弥
陀
経
』
の
「
浄
土
三
部
経
」
に
関
す
る
讃
嘆
（
＝

経
功
徳
讃
嘆
）
が
中
心
的
に
説
か
れ
、
そ
れ
に
付
随
し
て
教
判
論
な
ど
の
そ
の
他
の
説
示
も
部
分
的
に
み

ら
れ
る
と
い
う
内
容
構
成
で
あ
る
。 

た
だ
し
、『
逆
修
説
法
』
は
そ
の
成
立
を
示
す
確
た
る
史
料
が
現
存
せ
ず
、
他
の
法
然
遺
文
に
説
か
れ
な

い
特
徴
的
な
説
示
も
散
見
さ
れ
る
た
め
、
法
然
の
思
想
変
遷
を
辿
る
た
め
の
副
次
的
な
資
料
と
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
法
然
教
学
研
究
の
中
心
的
対
象
と
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

状
況
の
な
か
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
従
来
の
研
究
で
は
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
思
想
に
つ
い
て
、（
１
）

法
然
の
思
想
で
あ
る
か
不
明
と
み
る
、（
２
）
法
然
浄
土
教
思
想
の
集
大
成
で
あ
る
『
選
択
集
』
に
至
る
以

前
の
思
想
段
階
と
み
る
と
い
う
二
つ
の
視
座
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
論
で
は
『
逆
修

説
法
』
の
成
立
に
関
す
る
一
定
の
見
解
を
示
す
こ
と
で
（
１
）
を
否
定
し
て
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る

思
想
を
法
然
の
も
の
と
断
定
し
、
さ
ら
に
、（
３
）
説
法
と
い
う
場
面
性
を
通
し
て
み
る
と
い
う
新
た
な
視

座
を
導
入
す
る
。
つ
ま
り
、
（
２
）
（
３
）
と
い
う
二
つ
の
視
座
か
ら
『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
研
究
の
方
法
論
と
し
て
は
、
従
来
は
（
Ａ
）
他
の
法
然
遺
文
に
み
ら
れ
る
説
示
と
の
比
較
研
究

が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
本
論
で
は
『
逆
修
説
法
』
の
各
七
日
の
間
で
同
じ
テ
ー
マ
に
関
す
る
説
示
の
相
違

が
み
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
（
Ｂ
）
『
逆
修
説
法
』
の
各
七
日
に
お
け
る
説
示
の
比
較
研
究
と
い
う
新
た

な
方
法
論
を
用
い
た
。 

こ
れ
に
よ
り
各
章
の
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
整
理
し
た
う
え
で
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か

れ
る
法
然
の
思
想
に
つ
い
て
、『
選
択
集
』
と
比
較
す
る
形
で
提
示
す
る
こ
と
で
論
文
要
旨
と
し
た
い
。 

第
一
章
は
「『
逆
修
説
法
』
の
成
立
と
伝
承
」
と
題
し
、『
逆
修
説
法
』
が
法
然
の
思
想
を
伝
え
る
史
料

で
あ
り
、
そ
の
説
示
に
も
と
づ
く
研
究
が
法
然
研
究
と
し
て
確
か
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
示
す
こ

と
と
、『
逆
修
説
法
』
の
内
容
検
討
に
先
だ
っ
て
諸
本
の
な
か
か
ら
研
究
対
象
を
定
め
る
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ

ィ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
の
二
つ
を
目
的
と
し
、
『
逆
修
説
法
』
の
成
立
と
伝
承
に
関
す
る
問
題
を
考
察
し
た
。 

ま
ず
、
『
逆
修
説
法
』
が
法
然
の
言
葉
を
収
め
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
法
然
の
言
葉
自
体
が
、「
逆

修
法
会
」
と
い
う
場
面
性
の
影
響
に
よ
り
、
法
然
の
浄
土
教
思
想
を
正
し
く
伝
え
る
も
の
で
な
い
と
し
た

ら
、
『
逆
修
説
法
』
の
研
究
が
法
然
の
思
想
の
研
究
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
節
で
は
、
「
逆
修
法

会
」
が
ど
の
よ
う
な
儀
礼
内
容
・
状
況
の
な
か
で
開
か
れ
、
そ
こ
に
お
け
る
法
然
の
説
法
は
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
史
料
に
残
る
逆
修
例
を
参
照
し
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
安
初
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期
は
供
仏
や
写
経
が
逆
修
儀
礼
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
が
、
法
然
の
時
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
そ
れ
ら
に

代
わ
っ
て
儀
礼
の
な
か
で
説
法
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
は
儀
礼
の
一
部
と
し
て
形
式
的

な
仏
讃
嘆
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
説
法
の
内
容
も
比
較
的
自
由
な
講
説
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

こ
れ
よ
り
、
「
逆
修
法
会
」
に
お
け
る
法
然
の
説
法
も
決
し
て
形
式
的
な
仏
讃
嘆
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、

『
逆
修
説
法
』
が
法
然
の
思
想
を
示
す
史
料
と
し
て
法
然
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

次
に
、『
逆
修
説
法
』
の
原
本
に
は
法
然
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
現
存
す
る
『
逆

修
説
法
』
諸
本
に
正
確
に
伝
承
さ
れ
て
い
な
く
て
は
研
究
の
価
値
は
薄
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
第
二
節

で
は
、
現
在
伝
わ
る
諸
本
を
対
校
し
、
伝
承
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
、
本
論
の
よ
る
べ
き
テ

キ
ス
ト
を
選
定
し
た
。
そ
の
結
果
、『
古
本
漢
語
灯
録
』
所
収
『
逆
修
説
法
』
は
諸
本
の
な
か
で
も
書
写
年

代
は
遅
い
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
諸
本
中
最
も
早
い
成
立
と
み
ら
れ
る
『
西
方
指
南
抄
』
所

収
『
法
然
聖
人
御
説
法
事
』
よ
り
も
原
本
に
近
い
形
式
を
留
め
て
い
る
と
み
ら
れ
た
。
よ
っ
て
本
論
で
は

『
古
本
漢
語
灯
録
』
所
収
『
逆
修
説
法
』
を
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
本
章

の
考
察
を
通
じ
、『
逆
修
説
法
』
は
『
選
択
集
』
成
立
の
数
年
前
に
法
然
が
「
逆
修
法
会
」
に
お
け
る
説
法

を
行
っ
た
際
の
記
録
で
あ
る
と
み
る
こ
と
、
ま
た
『
古
本
漢
語
灯
録
』
所
収
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る

思
想
を
法
然
の
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
は
十
分
に
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、『
逆
修
説
法
』
の

研
究
が
法
然
遺
文
を
通
じ
た
法
然
浄
土
教
研
究
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

 

以
降
の
章
で
は
、『
逆
修
説
法
』
の
内
容
に
つ
い
て
、（
２
）
『
選
択
集
』
に
至
る
以
前
の
思
想
段
階
と
み

る
、
（
３
）
説
法
と
い
う
場
面
性
を
通
し
て
み
る
と
い
う
二
方
向
の
視
座
を
も
っ
て
内
容
検
討
を
行
っ
た
。 

第
二
章
は
「
『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
功
徳
讃
嘆
」
と
題
し
、
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
法

然
の
阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、『
逆
修
説
法
』
の
な
か
の
仏
功
徳

讃
嘆
部
分
の
説
示
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
逆
修
説
法
』
と
『
選
択
集
』
を
比
較
し
た
と
き
、『
逆
修
説
法
』

の
最
大
の
特
徴
は
阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
説
示
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
選
択
集
』
は
念
仏
が

い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
理
論
的
に
証
明
す
る
書
で
あ
る
た
め
阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
説
示
は
少
な
い
が
、

対
し
て
『
逆
修
説
法
』
は
善
根
成
就
の
た
め
の
讃
嘆
と
し
て
仏
・
経
功
徳
讃
嘆
が
あ
る
。
浄
土
宗
所
依
の

経
典
で
あ
る
「
浄
土
三
部
経
」
に
つ
い
て
は
、『
逆
修
説
法
』
よ
り
以
前
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
三
部
経
釈
』

で
す
で
に
自
身
の
考
え
を
一
つ
の
形
に
ま
と
め
て
い
る
法
然
で
あ
っ
た
が
、
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
の
考
え

を
ま
と
ま
っ
た
説
法
と
い
う
形
に
す
る
の
は
、
法
然
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
、『
逆
修
説
法
』
は
法
然
の
阿
弥
陀
仏
観
を
知
る
た
め
に
は
第
一
史
料
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

第
一
節
で
は
内
容
理
解
の
準
備
と
し
て
、『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
「
功
徳
」
と
い
う
語
を
法
然
が
頻
繁

に
用
い
た
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、『
逆
修
説
法
』
で
用
い
ら
れ
る
「
功
徳
」
の
多
く
は
通

常
の
意
と
異
な
り
、
仏
と
衆
生
の
関
係
性
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
浄
土
の
荘
厳
が
仏
を
主
体
と
し
て
体
現

さ
れ
た
衆
生
救
済
の
た
め
の
有
相
と
示
す
も
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節
で
は
、
初
七
日
に
説

か
れ
る
阿
弥
陀
仏
真
化
二
身
論
と
四
七
日
に
説
か
れ
る
法
報
応
三
身
論
と
い
う
二
つ
の
仏
身
論
に
つ
い
て
、

な
ぜ
同
一
書
の
な
か
で
異
な
る
二
つ
の
仏
身
論
が
提
示
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

考
察
し
た
。
法
然
は
道
綽
善
導
流
の
阿
弥
陀
仏
報
身
論
を
継
承
し
な
が
ら
も
、『
逆
修
説
法
』
で
は
当
時
の

日
本
仏
教
界
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
報
身
論
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
を
鑑
み
て
、
そ
れ
を
説
く
こ
と

を
慎
重
に
考
え
た
と
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
初
七
日
で
は
「
逆
修
法
会
」
に
お
け
る
説
法
と
い
う
状
況

に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
特
徴
で
あ
る
本
願
成
就
・
光
明
摂
取
・
来
迎
引
接
を
わ
か
り
や
す
く
説
く
た
め

に
独
自
の
仏
身
論
で
あ
る
真
化
二
身
論
を
用
い
た
。
こ
れ
に
対
し
四
七
日
で
は
、
諸
仏
に
共
通
す
る
内
証

の
三
身
の
提
示
と
、
惣
徳
と
し
て
の
当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
一
般
的
な
三
身
論
の
説
明
を
施
し
た
。
三
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身
論
の
説
示
意
図
と
し
て
は
、
法
然
浄
土
教
完
成
以
前
の
天
台
宗
的
な
阿
弥
陀
仏
理
解
か
ら
の
脱
却
を
図

る
思
想
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
場
面
性
の
要
求
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
讃
嘆
の
必
要
が
あ
っ
た
こ

と
と
い
う
二
点
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
で
は
、
三
七
日
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
功
徳
に
つ
い
て

考
察
し
た
。『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
光
明
に
関
す
る
特
徴
的
な
十
二
光
仏
と
常
光
・
神
通
光
の
説
明
に
お

い
て
は
、
場
面
性
の
要
求
に
よ
っ
て
衆
生
の
利
益
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
た
。
加
え

て
常
光
・
神
通
光
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
摂
益
文
に
引
き
合
わ
せ
て
解
釈
す
べ
き

と
す
る
藤
堂
恭
俊
氏
の
著
名
な
学
説
に
つ
い
て
の
検
討
も
施
し
、
そ
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
。
第
四
節
で

は
、
六
七
日
に
説
か
れ
る
名
号
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
法
然
は
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号
の
う
ち
、「
阿

弥
陀
」
の
別
号
が
無
量
寿
・
無
量
光
の
意
味
を
示
す
も
の
で
、「
仏
」
の
通
号
に
諸
仏
共
通
の
功
徳
が
内
包

さ
れ
る
と
み
て
お
り
、「
阿
弥
陀
」
の
別
号
に
一
切
の
功
徳
が
内
包
さ
れ
る
と
説
く
永
観
を
否
定
し
て
密
教

的
名
号
観
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
て
い
る
。
一
方
、
名
号
を
万
徳
所
帰
論
と
い
う
実
践
論
と
し
て
捉
え
る
『
選

択
集
』
と
は
思
想
的
隔
た
り
が
あ
り
、『
選
択
集
』
に
至
る
前
段
階
の
思
想
と
し
て
『
逆
修
説
法
』
の
名
号

論
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
。
第
五
節
で
は
、
五
七
日
に
説
か
れ
る
極
楽
浄
土
に
関
す
る

説
示
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
法
然
は
道
綽
善
導
流
の
浄
土
観
を
継
承
し
な
が
ら
も
、『
三
部
経
釈
』
と
『
逆

修
説
法
』
の
説
示
を
比
較
す
る
と
説
か
れ
方
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
『
逆
修
説
法
』
に
は
浄
土
の
依
正
二

報
の
功
徳
に
よ
っ
て
念
仏
の
心
が
喚
起
さ
れ
る
と
す
る
法
然
独
自
の
解
釈
も
み
ら
れ
た
た
め
、
『
選
択
集
』

に
至
る
以
前
で
は
あ
る
も
の
の
、『
逆
修
説
法
』
の
段
階
で
十
分
に
成
熟
し
た
法
然
の
思
想
を
確
認
で
き
る

一
例
で
あ
る
と
み
て
と
れ
た
。 

第
三
章
は
「『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
経
功
徳
讃
嘆
と
念
仏
論
」
と
題
し
、
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る

「
浄
土
三
部
経
」
解
釈
と
念
仏
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
経
功
徳
讃
嘆
部
分
に
お
い
て
「
浄
土
三
部

経
」
解
釈
に
つ
い
て
三
重
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
る
説
示
構
造
に
着
目
し
、
各
七
日
の
経
典
解
釈
を
比
較
検

討
し
て
、
そ
の
相
違
か
ら
法
然
の
思
想
進
展
と
場
面
性
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、
二
七
日
末

尾
に
お
い
て
念
仏
往
生
の
勝
義
性
を
示
す
八
文
が
説
か
れ
る
部
分
を
詳
し
く
読
み
解
く
こ
と
で
、『
逆
修
説

法
』
時
点
で
の
法
然
の
念
仏
論
に
つ
い
て
、『
選
択
集
』
の
念
仏
論
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
し
た
。 

 

第
一
節
・
第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
各
七
日
に
説
か
れ
る
同
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
説
示
の
比
較
と
い
う

（
Ｂ
）
の
方
法
論
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
無
量
寿
経
』・『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
そ
の
結
果
、
各
七
日
の
説
示
間
に
相
違
が
み
ら
れ
る
要
因
と
し
て
、（
１
）
法
然
の
思
想
的
展
開
・

（
２
）
法
然
の
説
示
傾
向
・（
３
）
内
容
の
補
足
・（
４
）
内
容
の
省
略
と
い
う
四
つ
を
み
て
と
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
う
ち
（
２
）・（
３
）・（
４
）
は
、
説
法
と
い
う
場
面
性
が
与
え
た
外
的
要
因
に
よ
っ
て
生

じ
た
相
違
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
法
然
に
与
え
ら
れ
た
説
法
の
時
間
に
は
限
り

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
な
か
で
は
経
典
解
釈
の
す
べ
て
を
説
く
こ
と
は
で
き
ず
、
予
定
し
て
い
た
説

法
が
す
べ
て
終
え
ら
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
法
然
は
異
な
る
七
日
に
お
い

て
同
じ
題
材
に
つ
い
て
説
く
と
き
、
当
然
以
前
説
い
た
こ
と
を
省
略
し
た
り
、
ま
た
説
き
き
れ
な
か
っ
た

と
思
う
こ
と
を
補
足
し
た
り
し
な
が
ら
、
説
法
を
進
め
て
い
っ
た
た
め
、（
３
）
と
（
４
）
の
相
違
が
生
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
説
法
に
お
け
る
主
要
な
目
的
は
仏
・
経
功
徳
讃
嘆
で
あ
る
が
、
経
典
解
釈

を
通
じ
て
法
然
が
外
記
禅
門
に
最
も
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
念
仏
の
相
続
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
よ

っ
て
、
法
然
は
意
図
的
に
説
法
の
題
材
を
次
第
に
念
仏
一
行
へ
と
収
斂
し
、
念
仏
を
説
く
こ
と
に
多
く
の

時
間
を
割
け
る
よ
う
に
自
身
の
説
法
を
調
整
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
痕
跡
が
表
れ
る
の
が
（
２
）

の
相
違
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、（
１
）
は
、『
選
択
集
』
に
至
る
以
前
の
過
渡
期
で
あ
る
法
然
の
思
想
が
、

ま
さ
に
『
逆
修
説
法
』
の
な
か
で
進
展
し
た
痕
跡
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
法
然
は
約
一
か
月
半
に
渉
る
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外
記
禅
門
に
対
す
る
定
期
的
な
説
法
を
こ
な
し
て
い
く
な
か
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
自
身
の
教
学
を
改

め
て
整
理
し
、
引
文
を
改
め
て
読
み
返
し
て
い
く
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
教
学
上
の
変
化
を
き
た
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
だ
『
選
択
集
』
の
思
想
段
階
に
は
到
達
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
に
せ
よ
、
こ

の
よ
う
な
思
想
の
展
開
を
一
書
内
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
『
逆
修
説
法
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

 

次
に
、『
逆
修
説
法
』
と
『
選
択
集
』
の
思
想
の
相
違
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、『
逆
修
説
法
』

に
説
か
れ
る
念
仏
論
を
端
的
に
示
す
二
七
日
末
尾
の
八
文
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、『
選
択
集
』
で
は
弥

陀
・
釈
迦
・
諸
仏
の
三
仏
同
心
の
選
択
と
い
う
念
仏
論
の
構
造
で
あ
っ
た
が
、『
逆
修
説
法
』
で
は
選
択
と

し
て
説
か
れ
る
の
は
弥
陀
の
本
願
の
み
で
あ
り
、
摂
取
・
我
名
・
付
属
・
証
誠
・
留
教
が
本
願
に
よ
っ
て

選
択
さ
れ
た
念
仏
を
支
え
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
、
さ
ら
に
化
讃
・
讃
歎
が
念
仏
を
装
飾
す
る
讃
嘆
と
し

て
説
か
れ
る
と
い
う
三
重
の
構
造
の
念
仏
論
で
あ
る
と
み
て
と
れ
た
。 

 

さ
ら
に
、
念
仏
論
の
構
造
の
み
な
ら
ず
、
念
仏
論
を
示
す
た
め
の
説
示
構
成
に
も
両
者
間
で
明
ら
か
な

相
違
が
あ
っ
た
。『
選
択
集
』
で
は
全
体
の
最
終
章
で
あ
る
第
十
六
章
段
に
八
種
選
択
義
が
説
か
れ
る
の
に

対
し
、『
逆
修
説
法
』
で
は
二
七
日
に
念
仏
論
が
す
で
に
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
を
指
針
と
し
て
説
法
が
進
め

ら
れ
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
各
七
日
で
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
と
引
文
に
対
し
解
釈
を
施
す

の
で
は
な
く
、
二
七
日
ま
で
に
念
仏
論
の
概
要
を
提
示
し
、
四
七
日
ま
で
に
補
足
説
明
し
て
、
五
・
六
七

日
で
よ
り
実
践
的
な
視
点
か
ら
念
仏
を
説
く
と
い
う
三
重
の
構
造
に
よ
る
説
法
の
組
み
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
。 

こ
の
よ
う
な
『
逆
修
説
法
』
と
『
選
択
集
』
の
念
仏
論
の
構
造
の
相
違
は
思
想
段
階
の
相
違
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
念
仏
論
を
示
す
た
め
の
説
示
構
成
は
、
思
想
段
階
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

説
法
と
い
う
場
面
性
に
理
由
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
後
か
ら
自
由
に
修
正
可
能
な
書
と
は
異
な
り
、
予

期
せ
ぬ
事
態
も
孕
み
な
が
ら
臨
場
感
を
持
っ
て
進
行
し
て
い
く
説
法
と
い
う
状
況
に
対
し
、
法
然
が
取
っ

た
方
法
論
が
『
逆
修
説
法
』
の
念
仏
に
関
す
る
説
示
構
成
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
四
章
は
「『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
そ
の
他
の
問
題
」
と
題
し
、
『
逆
修
説
法
』
の
法
然
の
思
想
を

読
み
解
く
際
の
重
要
な
論
点
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
・
経
功
徳
讃
嘆
に
含
ま
れ
ず
こ
こ
ま
で
考
察
で
き
な
か

っ
た
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
、
浄
土
宗
論
・
阿
弥
陀
仏
入
涅
槃
説
・
例
証
と
し
て
の
伝
記
類
・
思
想
へ
の

源
信
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。 

ま
ず
（
３
）
の
説
法
と
い
う
場
面
性
を
通
し
て
み
る
視
座
か
ら
本
章
の
考
察
を
振
り
返
る
。
第
一
節
で

は
浄
土
宗
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
浄
土
宗
の
土
台
と
な
る
教
判
論
で
あ
る
聖
浄
二
門
判
が
、
は
じ
め
か

ら
そ
の
概
念
が
あ
っ
た
と
み
て
と
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
七
日
の
浄
土
宗
論
に
は
説
か
れ
ず
最
終
六

七
日
で
は
じ
め
て
説
か
れ
る
の
は
、
説
法
の
相
手
で
あ
る
外
記
禅
門
の
器
量
を
法
然
が
見
定
め
、
浄
土
門

念
仏
一
行
へ
の
帰
入
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
多
く
の
者
に
浄
土
門
を
広
め
て
い
く
解
説
師
と
な
る
た

め
に
は
、
諸
宗
・
諸
行
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識
の
も
と
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳

し
く
説
き
、
最
終
的
に
は
実
践
論
の
な
か
で
そ
れ
ら
を
聖
道
門
と
し
て
切
り
捨
て
る
と
い
う
構
成
を
施
し

て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
節
で
考
察
し
た
阿
弥
陀
仏
入
涅
槃
説
は
、
三
七
日
で
説
か
れ

る
阿
弥
陀
仏
の
寿
命
無
量
功
徳
と
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
入
涅
槃
の

悲
し
み
を
あ
り
あ
り
と
説
く
こ
と
が
で
き
る
説
法
に
お
い
て
は
、
そ
れ
で
も
念
仏
往
生
の
者
だ
け
は
入
涅

槃
の
後
も
阿
弥
陀
仏
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
念
仏
の
勝
義
性
を
示
す
の
に
大
き
な
効
果
を
期
待
で

き
る
説
示
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
然
は
あ
え
て
こ
こ
に
組
み
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第

三
節
で
扱
っ
た
『
逆
修
説
法
』
に
多
く
み
ら
れ
る
例
証
と
し
て
の
伝
記
類
は
、
仏
功
徳
讃
嘆
や
諸
善
に
つ

い
て
説
か
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
、
経
典
解
釈
だ
け
で
は
単
調
に
な
り
や
す
い
説
法
に
彩
り
を
加
え
、
よ
り
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印
象
的
に
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
第
四
節
で
は
、『
逆
修
説
法
』
に
お
け
る
源
信
の
影
響
に
つ
い
て

考
察
し
た
結
果
、
場
面
性
に
よ
る
要
求
が
法
然
自
身
の
教
学
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
権
威
あ
る

源
信
の
思
想
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
法
然
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。 

し
か
し
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
法
然
浄
土
教
思
想
か
ら
み
た
場
合
異
質
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
教
説
の

数
々
は
、
す
べ
て
場
面
性
に
理
由
を
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
『
逆
修
説
法
』
が
『
選
択
集
』

以
前
の
思
想
段
階
で
あ
る
と
み
る
視
座
か
ら
本
章
の
考
察
を
再
び
振
り
返
る
。 

『
選
択
集
』
の
思
想
段
階
に
お
い
て
は
、
た
と
え
能
化
の
学
習
の
た
め
だ
と
し
て
も
諸
行
往
生
と
念
仏

往
生
を
傍
正
的
に
説
く
は
ず
が
な
く
、
浄
土
宗
の
先
哲
た
ち
に
倣
っ
て
我
々
も
聖
道
門
を
切
り
捨
て
て
念

仏
一
門
に
入
る
べ
き
だ
と
す
る
廃
立
的
な
説
示
と
な
る
。
ま
た
、
八
種
選
択
義
に
基
づ
く
選
択
本
願
念
仏

思
想
が
確
立
さ
れ
て
い
る
た
め
、
念
仏
往
生
が
諸
行
往
生
に
勝
る
証
拠
と
し
て
の
終
益
は
必
要
と
し
な
い
。

よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
入
涅
槃
説
に
つ
い
て
は
一
応
の
提
示
は
す
る
も
の
の
、
詳
細
に
は
説
か
れ
な
い
。
伝
記

類
に
関
し
て
は
、
諸
行
往
生
の
実
例
と
な
り
現
世
利
益
を
積
極
的
に
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
排
除

す
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
浄
土
教
的
世
界
観
が
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
源
信
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、

必
要
に
応
じ
て
引
用
す
る
に
留
め
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
念
仏
論
に
留
ま
ら
ず
、
本
章
に
み
た
諸
行
論
や
浄
土
宗
論
に
お
い
て
も
、
『
逆
修
説
法
』

と
『
選
択
集
』
の
間
に
は
法
然
浄
土
教
学
上
の
思
想
段
階
の
相
違
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。 

以
上
の
各
章
に
お
け
る
考
察
に
よ
り
、
ま
ず
『
逆
修
説
法
』
は
た
し
か
に
法
然
遺
文
の
一
つ
と
し
て
認

め
ら
れ
る
史
料
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
説
か
れ
る
思
想
を
法
然
の
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
に
問
題
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
『
逆
修
説
法
』
は
そ
の
内
容
を
み
る
限
り
、『
選
択
集
』
成
立
の
数
年
前
の
法
然
が
、
自

身
の
教
学
に
も
と
づ
い
て
阿
弥
陀
仏
や
「
浄
土
三
部
経
」
に
つ
い
て
説
い
た
説
法
録
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、『
選
択
集
』
以
後
の
時
代
に
生
き
る
我
々
が
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
思
想
に
つ
い

て
読
み
解
く
際
に
は
、『
逆
修
説
法
』
時
点
で
は
『
選
択
集
』
に
説
か
れ
る
選
択
本
願
念
仏
義
に
代
表
さ
れ

る
法
然
浄
土
教
思
想
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
内
的
要
因
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
る
例
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
身
に
関
わ
る
説
示
と
諸
行
の
捉
え
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。

『
逆
修
説
法
』
で
は
、
白
毫
・
光
明
の
解
釈
や
名
号
論
な
ど
阿
弥
陀
仏
身
に
関
わ
る
多
く
の
説
示
に
お
い

て
、
源
信
の
浄
土
教
的
世
界
観
に
よ
る
解
釈
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
福
の
諸
行
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明

が
施
さ
れ
る
う
え
に
、
諸
行
往
生
を
実
践
上
可
能
と
し
て
示
す
伝
記
類
が
い
く
つ
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
示
は
『
選
択
集
』
に
は
存
在
せ
ず
、『
逆
修
説
法
』
が
前
時
代
的
な
思
想
段
階
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
特
徴
的
な
説
示
が
み
ら
れ
る
と
理
解
で
き
る
。 

た
だ
し
以
上
の
よ
う
な
内
的
要
因
に
加
え
て
、『
逆
修
説
法
』
が
「
逆
修
法
会
」
と
い
う
儀
礼
の
場
で
な

さ
れ
た
説
法
録
で
あ
る
と
い
う
場
面
性
に
よ
る
外
的
要
因
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

顕
著
に
表
れ
る
例
と
し
て
、
真
化
二
身
論
の
提
示
と
各
七
日
に
お
け
る
念
仏
論
の
説
か
れ
方
が
あ
げ
ら
れ

る
。
真
化
二
身
論
は
道
綽
善
導
流
の
阿
弥
陀
仏
報
身
論
を
よ
く
咀
嚼
し
た
法
然
が
、
来
迎
引
接
の
像
を
前

に
そ
の
功
徳
を
説
く
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
本
願
成
就
・
光
明
摂
取
・
来
迎
引
接
と
い
う
弥
陀
の
個
別

的
な
救
済
作
用
を
最
も
上
手
く
伝
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
仏
身
論
で
あ
る
。
ま
た
、
念
仏
論
の
構
造
が

二
七
日
末
で
ま
と
め
ら
れ
る
の
は
、
先
の
見
通
し
が
立
ち
づ
ら
い
説
法
と
い
う
状
況
を
考
慮
し
、
あ
ら
か

じ
め
概
要
だ
け
を
説
法
の
序
盤
に
示
し
て
お
こ
う
と
す
る
法
然
の
狙
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
理
解

で
き
る
。 

す
な
わ
ち
、『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
思
想
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
は
、
浄
土
教
思
想
の
未

確
立
と
い
う
内
的
要
因
と
、「
逆
修
法
会
」
に
お
け
る
説
法
と
い
う
外
的
要
因
の
双
方
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
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の
バ
ラ
ン
ス
を
見
極
め
な
が
ら
慎
重
に
み
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
。
さ
ら
に
、『
逆
修

説
法
』
は
一
書
の
な
か
で
思
想
展
開
が
み
ら
れ
る
特
殊
な
書
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
う
え
で
『
逆
修
説
法
』
の
説
示
を
考
察
し
た
結
果
と
し
て
、
本
論
に
て

明
ら
か
に
な
っ
た
『
逆
修
説
法
』
に
説
か
れ
る
法
然
の
思
想
を
『
選
択
集
』
と
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
、

以
下
の
よ
う
に
提
示
で
き
る
。 

 

（
１
）
阿
弥
陀
仏
論
は
『
選
択
集
』
に
記
述
が
な
い
た
め
比
較
は
で
き
な
い
。『
逆
修
説
法
』
に
説
か

れ
る
真
化
二
身
論
・
光
明
（
常
光
・
神
通
光
）・
寿
命
・
名
号
・
浄
土
に
関
す
る
思
想
は
法
然

独
自
の
も
の
と
み
て
と
れ
る
が
、
天
台
宗
的
な
阿
弥
陀
仏
理
解
を
脱
却
し
き
れ
て
い
な
い
。 

 

（
２
）
念
仏
論
は
、『
逆
修
説
法
』
内
の
思
想
展
開
に
よ
っ
て
、
念
仏
諸
行
相
対
三
義
へ
つ
な
が
る
重

要
概
念
が
生
ま
れ
て
い
る
。
『
選
択
集
』
に
て
あ
げ
ら
れ
る
引
用
文
は
す
で
に
『
逆
修
説
法
』

に
て
認
め
ら
れ
る
が
、
選
択
概
念
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
構
造
も
異
な
っ
て
い
る
。 

 
 

（
３
）『
逆
修
説
法
』
で
は
諸
行
往
生
と
念
仏
往
生
を
傍
正
の
関
係
で
捉
え
て
お
り
、
廃
立
の
関
係
を

第
一
義
と
す
る
『
選
択
集
』
の
思
想
と
異
な
る
。 

 


