
法
然
の
回
心
に
つ

、し

て

奈
良
博
　
順

　
法
然
研
究
に
お
い
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
自
筆
文

書
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
と
同
時
に
、
彼
に
つ
い
て
の
正
確
な
伝
記
の
存

在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
室
町
時
代
以
前
の
成
立
に
な
る
法
然
伝
は
十
五

種
類
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
れ
ら
伝
記
作
者
に
共
通
す
る
点
は
、
如
来
そ
の
も

の
、
あ
る
い
は
如
来
の
応
現
・
救
済
者
と
し
て
の
法
然
を
描
い
て
い
る
こ

と
で
、
そ
れ
故
に
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
法
然
を
描
い
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
法
然
の
滅
後
発
生
し
た
多
く
の
分
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
自
派
の
正
当
性
を
主
張
し
、
彼
の
姿
を
は
な
は
だ
し
く
歪
め
て
い
る

の
は
否
定
し
え
な
い
。
ま
た
諸
伝
記
を
通
し
て
法
然
の
生
涯
を
眺
め
て
み

る
と
、
き
わ
め
て
断
片
的
で
、
こ
と
に
彼
の
前
半
生
は
ど
の
伝
記
も
空
白

状
態
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。

　
本
論
で
取
上
げ
た
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
承
安
五
年
（
一

一
七
五
、
た
“
し
七
月
に
「
安
元
」
と
改
め
ら
れ
た
）
、
四
十
三
才
の
こ

と
で
あ
る
と
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
諸
伝
記
は
一
致
し
て
い
る
が
、

彼
の
回
心
が
如
何
な
る
過
程
を
踏
ん
で
な
さ
れ
た
か
、
ま
た
こ
の
時
に
到

達
し
た
法
然
の
思
想
的
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
伝
記
に
よ
っ
て
相
異
が
あ
る
上
に
、
後
者
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
以
下
こ
の
二
つ
の
間
題
を
中
心
に
、
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
↑

　
先
述
の
よ
う
に
、
法
然
の
回
心
が
ほ
“
承
安
五
年
で
あ
ろ
う
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
諸
伝
記
が
一
致
し
て
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か

り
で
な
く
、
元
久
元
年
叡
山
の
僧
徒
が
座
主
真
性
に
念
仏
停
止
を
訴
え
た

の
に
応
え
て
、
法
然
が
門
弟
に
対
し
て
そ
の
原
動
を
誠
め
る
と
と
も
に
、

彼
等
に
生
活
規
範
を
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
七
箇
條
起
請
文
」
に
、

　
　
年
来
之
問
難
レ
修
二
念
仏
一
、
随
二
順
聖
教
一
、
敢
不
レ
逆
二
人
心
一
、

　
　
無
レ
驚
二
世
聴
一
、
因
レ
弦
干
レ
今
三
十
箇
年
、
無
為
渉
二
日
月
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
）

　
　
而
至
二
近
来
一
此
十
箇
年
以
後
、
無
智
不
善
輩
、
時
々
到
来
云
云
。



と
述
べ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
確
実
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
起
請
文

は
原
本
が
京
都
嵯
峨
の
二
尊
院
に
現
存
し
、
法
然
を
は
じ
め
弟
子
達
約
百

九
十
名
の
自
筆
の
署
名
が
あ
り
、
文
中
の
「
干
レ
今
三
十
箇
年
」
と
は
、

起
請
文
の
書
か
れ
た
元
久
元
年
一
＝
一
〇
四
）
に
至
る
ま
で
三
十
ケ
年
念
仏

を
修
し
て
来
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
承
安
五
年
（
一
一
七
五
）

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
三
十
ケ
年
と
い
う
数
字
が
厳
密
な
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
承
安
五
年
頃
法

然
が
念
仏
門
帰
入
と
い
う
心
的
転
換
を
経
験
し
た
と
理
解
し
て
も
異
論
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
こ
の
法
然
の
回
心
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
右
の
起
請
文
の
文
か
ら
は
何
の
ヒ
ン
ト
も
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
法
然
の
承
安
五
年
頃
に
至
る
ま
で
の
心
的
遍
歴

を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
彼
の
叡
山
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

け
る
教
系
や
そ
の
修
学
内
容
が
推
測
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
が

在
叡
時
代
の
法
然
に
ど
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
、
彼
の
思
想
形
成
に
い
か
な

る
影
響
を
与
え
た
か
等
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
皆
無
と
い
っ
て
さ
し
つ

か
え
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
法
然
が
先
学
の
諸
師
か
ら
学
ん
だ
仏
教
に
満

足
し
え
ず
、
出
離
の
道
に
迷
い
、
つ
い
に
念
仏
一
門
に
帰
し
、
そ
の
解
決

を
得
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し

ば
論
ぜ
ら
れ
な
が
ら
も
、
統
一
的
見
解
を
見
出
し
得
な
い
の
が
実
状
で
あ

る
。　

現
在
法
然
の
法
語
・
消
息
等
に
は
、
念
仏
門
帰
入
に
つ
い
て
彼
自
ら
具

体
的
に
説
明
し
た
言
葉
は
見
当
ら
な
い
。
た
“
「
選
択
集
」
の
中
に
一
箇

所
だ
け
、
回
心
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
文
章
が
あ
る
。

　
　
静
以
、
善
導
観
経
疏
者
、
是
西
方
指
南
、
行
者
目
足
也
、
然
則
西
方

　
　
行
人
、
必
須
二
珍
敬
一
夷
、
就
レ
中
毎
夜
夢
中
有
レ
僧
、
指
二
授
玄
義
一
、

　
　
僧
者
恐
是
弥
陀
応
現
、
爾
可
レ
謂
、
此
疏
者
是
弥
陀
伝
説
、
何
況
大

　
　
唐
相
伝
云
、
善
導
是
弥
陀
化
身
也
、
爾
者
可
レ
謂
、
又
此
文
是

　
　
弥
陀
直
説
、
既
云
、
欲
レ
写
者
一
如
二
経
法
一
、
此
言
誠
乎
、
仰
討
二

　
　
本
地
一
者
四
十
八
願
之
法
王
也
、
十
劫
正
覚
之
唱
、
有
レ
懸
二
干
念

　
　
仏
一
、
府
訪
二
垂
述
一
者
専
修
念
仏
之
導
師
也
、
三
昧
正
受
之
語
、

　
　
無
レ
疑
二
干
往
生
一
、
本
迩
難
レ
異
化
道
是
一
也
、
於
レ
是
貧
道
昔
披

　
　
二
閲
弦
典
一
、
粗
識
二
素
意
一
、
立
舎
二
余
行
一
、
云
レ
帰
二
念
仏
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

　
　
自
行
化
他
唯
緯
二
念
仏
一

こ
の
文
章
に
特
に
注
目
し
た
の
は
田
村
円
澄
氏
で
あ
る
。
氏
は
四
十
三
才

の
法
然
を
し
て
転
心
せ
し
め
た
の
は
善
導
の
「
観
経
疏
」
で
あ
り
、
こ
の

書
は
「
西
方
の
指
南
、
行
者
の
目
足
」
で
あ
り
、
「
弥
陀
の
直
説
」
で
あ
る
。

こ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
然
の
転
心
は
瞬
間
的
に
、
決
定
的
に

成
就
し
、
以
後
本
願
念
仏
の
一
行
を
修
す
る
専
修
念
仏
に
帰
入
し
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

一
切
の
行
法
を
捨
て
さ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

　
右
の
「
選
択
集
」
の
文
か
ら
、
田
村
氏
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ

る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
右
の
文
章
を
、
こ
れ
の
み
に
限
っ
て

理
解
す
れ
ば
で
あ
る
。
が
、
「
選
択
集
」
成
立
の
事
情
等
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
ま
た
解
釈
も
変
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
選
択
集
」
は
九
條
兼
実

の
要
請
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
法
然
か
ら
す
れ

ば
、
自
己
の
念
仏
説
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
兼
実
に
対
す
る
念
仏

勧
進
の
た
め
の
一
書
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
右
の
引
用
文
か
ら
も
知
れ
る

よ
う
に
、
格
調
の
高
い
表
現
を
も
っ
て
、
か
つ
ま
た
断
固
た
る
決
断
を
も
っ



て
語
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
こ
の
文
章
の
み
を

も
っ
て
法
然
の
回
心
の
説
明
に
当
て
る
こ
と
に
は
危
険
を
感
ず
る
。
「
観

経
疏
」
が
法
然
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
立
ち
ど
こ
ろ
に
」
と
い
う

言
葉
を
、
そ
の
ま
・
法
然
の
回
心
に
結
び
つ
け
る
の
に
は
、
疑
問
を
い
だ

か
ざ
る
を
得
な
い
。
叡
山
に
生
活
し
、
名
利
を
離
れ
て
ひ
た
す
ら
仏
道
修

行
に
執
心
し
た
法
然
に
と
っ
て
、
そ
れ
か
ら
の
訣
別
が
容
易
に
な
し
え
た

か
ど
う
か
、
と
い
う
点
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
選
択
集
」
に
お

い
て
「
一
向
」
に
念
仏
す
べ
し
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
撰
述
当
時
、
依
然

と
し
て
兼
実
一
門
に
授
戒
し
て
い
る
法
然
、
そ
の
「
選
択
集
」
が
兼
実
の

要
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
法
然
の
回
心
お
よ
ぴ
そ

の
後
の
思
想
の
変
遷
の
複
雑
性
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

　
「
回
心
と
い
ふ
こ
と
た
“
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
」

と
語
っ
た
親
鷲
が
、
そ
の
妻
恵
信
尼
の
書
状
に
よ
る
と
、

　
　
こ
の
十
七
八
年
か
そ
の
か
み
、
げ
に
げ
に
し
く
三
部
経
を
千
部
よ
み

　
　
て
衆
生
利
益
の
為
に
と
て
読
み
始
め
て
あ
り
し
を
…
…
名
号
の
外
に

　
　
は
な
に
ご
と
の
不
足
に
て
必
ず
経
を
読
ま
ん
と
す
る
や
と
、
思
か
へ

　
　
し
て
読
ま
ざ
り
し
こ
と
の
、
さ
れ
ば
な
ほ
も
す
こ
し
残
る
と
こ
ろ
の

　
　
あ
り
け
る
や
、
人
の
執
心
自
力
の
し
ん
は
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

　
　
と
思
ひ
な
し
て
、
後
は
経
読
む
こ
と
は
止
ま
り
ぬ

と
い
う
内
面
的
な
経
験
を
し
て
い
る
点
な
ど
を
考
え
る
と
、
法
然
の
回
心

も
田
村
氏
の
い
う
よ
う
な
、
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
想
像
し

う
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
田
村
氏
は
「
選
択
集
」
の
先
の
文
章
を
、
法
然
の
四
十
三
才
に

結
び
つ
け
、
四
十
三
才
専
修
念
仏
帰
入
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
「
選
択

集
」
の
中
に
は
、
法
然
の
回
心
の
年
令
に
つ
い
て
は
；
日
も
述
べ
て
い
な

い
。
ま
た
先
の
「
七
筒
條
起
請
文
」
に
お
い
て
も
、
「
年
来
間
難
レ
修
二
念

仏
一
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
念
仏
が
い
か
な
る
念
仏
で
あ
っ
た
か
は

不
明
で
あ
っ
て
、
こ
の
起
請
文
の
書
か
れ
た
元
久
元
年
よ
り
三
十
年
前
よ

り
念
仏
生
活
に
入
っ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
の
当
時
の
法
然
が
念

仏
を
い
か
に
解
釈
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
　
に

　
と
こ
ろ
で
、
四
士
二
才
を
も
っ
て
専
修
念
仏
帰
入
と
す
る
説
は
、
従
来

は
浄
土
宗
門
な
ど
に
お
い
て
広
く
採
用
さ
れ
て
き
た
説
で
、
田
村
氏
に
始

ま
る
の
で
は
な
い
。
田
村
氏
は
い
わ
ば
伝
統
的
な
説
明
に
つ
い
て
、
確
実

な
史
料
を
も
っ
て
裏
付
け
、
そ
れ
を
明
証
な
も
の
に
し
た
こ
と
に
な
る
。

従
来
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
、
そ
の
説
明
の
根
拠
に
さ
れ
て
き
た
の
は
、

「
四
十
八
巻
伝
」
の
法
然
の
回
心
に
関
す
る
説
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
恵
心
の
往
生
要
集
、
も
は
ら
善
導
和
尚
の
釈
義
を
も
て
指
南
と
せ
り
、

　
　
こ
れ
に
つ
き
て
ひ
ら
き
見
給
に
、
か
の
釈
に
は
乱
想
の
凡
夫
、
称

　
　
名
の
行
に
よ
り
て
順
次
に
浄
土
に
生
す
べ
き
む
ね
を
判
じ
て
凡
夫

　
　
の
出
離
を
た
や
す
く
す
す
め
ら
れ
た
り
、
蔵
経
披
覧
の
た
び
に
こ

　
　
れ
を
う
か
“
う
と
い
へ
ど
も
、
と
り
わ
け
見
給
ふ
こ
と
三
編
、
っ

　
　
い
に
一
心
専
念
二
弥
陀
名
号
一
、
行
住
坐
臥
不
レ
問
二
時
節
久
近
一
、

　
　
念
々
不
レ
捨
者
是
名
二
正
定
業
一
、
順
二
彼
仏
願
一
故
の
文
に
い
た
り

　
　
て
、
末
世
の
凡
夫
弥
陀
の
名
号
を
称
せ
は
、
か
の
仏
の
願
に
乗
じ
て
、



　
　
た
し
か
に
往
生
を
う
べ
か
り
け
り
と
い
ふ
こ
と
は
り
を
お
も
ひ
さ

　
　
だ
め
給
ぬ
、
こ
れ
に
よ
り
承
安
五
年
春
、
生
年
四
十
三
た
ち
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

　
　
ろ
に
余
行
を
す
て
て
一
向
に
念
仏
に
帰
し
給
ひ
に
け
り
、

こ
の
説
明
の
最
後
の
部
分
は
田
村
氏
と
同
様
、
承
安
五
年
法
然
四
十
三
才

と
「
選
択
集
」
の
先
に
引
用
し
た
「
立
舎
二
余
行
一
云
云
」
の
文
を
結
び
つ

け
て
い
る
。
そ
し
て
か
・
る
結
付
に
つ
い
て
は
、
先
に
疑
問
を
提
し
た
。

「
四
十
八
巻
伝
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
に
浄
土
宗
鎮
西
派
の
自
己
主
張

が
強
く
、
ま
た
虚
構
の
多
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
田
村
氏
も
「
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
8
一

十
八
巻
伝
」
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
「
七
箇
條

起
請
文
」
の
記
事
と
「
選
択
集
」
の
文
と
を
結
合
し
て
、
独
自
の
見
解
を

示
し
、
そ
れ
が
ま
た
結
果
的
に
は
「
四
十
八
巻
伝
」
と
同
じ
結
論
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
「
四
十
八
巻
伝
」
の
ご
と
き
説
明
は
、
鎌
倉
・

室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
他
の
伝
記
に
も
出
て
く
る
。
「
四
十
八

巻
伝
」
は
室
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
「
法
然
上
人
伝

記
」
（
九
巻
伝
）
、
「
法
然
上
人
伝
絵
詞
」
一
琳
阿
本
）
も
「
四
十
八
巻
伝
」

と
同
様
な
説
明
を
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
三
種
の
伝
記
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
）

浄
土
宗
鎮
西
派
を
背
景
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
右
の
文
章
に
お
い
て
法
然
の
回
心
に
快
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と

さ
れ
て
い
る
「
一
心
専
念
云
云
」
の
文
は
、
中
国
唐
代
の
浄
土
教
を
代
表

す
る
善
導
の
「
観
経
疏
」
か
ら
の
引
用
で
、
古
来
法
然
の
回
心
を
説
明
す

る
際
に
は
、
必
ず
使
わ
れ
る
有
名
な
文
句
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
と
て
「
四

十
八
巻
伝
」
、
「
九
巻
伝
」
、
「
琳
阿
本
」
以
後
出
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
前
成
立
の
「
源
空
上
人
私
日
記
」
や
「
醍
醐
本
」
等
に
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。
法
然
自
身
こ
の
一
句
を
教
義
の
説
明
に
は
用
い
て
い
る
が
、
自

己
の
回
心
と
結
び
っ
け
て
は
い
な
い
。

　
で
は
一
体
こ
の
文
句
が
伝
記
に
入
れ
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
〕

思
う
に
そ
れ
は
鎮
西
派
の
祖
と
さ
れ
る
聖
光
の
「
徹
選
択
本
願
念
仏
集
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
u
）

お
よ
び
「
末
代
念
仏
授
手
印
」
に
法
然
自
ら
の
言
葉
と
し
て
、
「
一
心
専

念
云
云
」
の
一
句
が
法
然
を
専
修
念
仏
に
帰
せ
し
め
た
と
伝
え
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
徹
選
択
」
は
法
然
が
こ
の
一
句
を
発
見
す
る
に
い

た
っ
た
経
過
を
、
か
な
り
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
は
書

き
下
し
文
に
直
さ
れ
、
「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
と
し
て
、
了
慧
道
光
が

編
集
し
た
「
和
語
灯
録
」
一
二
一
七
五
年
成
立
）
に
も
集
録
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

　
　
又
上
人
か
た
り
て
の
給
は
く
、
…
…
わ
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り

　
　
や
、
わ
が
身
に
た
へ
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と

　
　
め
、
も
ろ
く
の
学
者
に
と
ぶ
ら
ひ
し
に
、
お
し
ふ
る
人
も
な
く
、

　
　
し
め
す
と
も
か
ら
も
な
し
。
し
か
る
あ
ひ
だ
、
な
げ
き
く
経
蔵
に

　
　
い
り
、
か
な
し
み
く
聖
教
に
む
か
ひ
て
、
て
づ
か
ら
身
づ
か
ら
ひ

　
　
ら
き
て
見
し
に
、
善
導
和
尚
の
観
経
の
疏
に
い
は
く
、
一
心
専
念
弥

　
　
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
、
不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
者
、
是
名
正
定

　
　
之
業
、
順
彼
仏
願
故
と
い
ふ
文
を
見
え
て
の
ち
、
わ
れ
ら
が
こ
と
く

　
　
無
智
の
身
は
、
ひ
と
へ
に
こ
の
文
を
あ
ふ
ぎ
、
も
は
ら
こ
の
こ
と
は

　
　
り
を
た
の
み
て
、
念
々
不
捨
の
称
名
を
修
し
て
、
決
定
往
生
の
業
因

　
　
に
そ
な
ふ
べ
し
。
…
…
そ
の
の
ち
恵
心
先
徳
の
往
生
要
集
を
ひ
ら
く

　
　
に
、
往
生
之
業
念
仏
為
本
と
い
ひ
、
又
恵
心
の
妙
行
業
記
の
文
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
〕

　
　
る
に
、
往
生
之
業
念
仏
為
先
と
い
へ
り
。



こ
の
文
に
よ
る
と
、
法
然
の
回
心
は
先
ず
善
導
の
「
観
経
疏
」
の
「
一
心

専
念
云
云
」
の
文
句
の
発
見
に
は
じ
ま
り
、
源
信
の
「
往
生
要
集
」
を
へ

て
、
「
妙
行
業
記
」
に
い
た
っ
て
「
念
仏
為
先
」
と
い
う
一
句
を
見
出
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
念
仏
為
先
」
の
一
句
は
云
う
ま
で
も
な

く
、
法
然
が
建
久
九
年
九
條
兼
実
の
要
請
が
機
縁
と
な
っ
て
著
述
し
た
主

著
で
あ
る
「
選
択
集
」
の
内
題
と
し
て
法
然
白
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
法
然
の
専
修
念
仏
帰
入
を
四
十
三
才
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
願

念
仏
の
一
行
を
選
び
、
念
仏
以
外
の
余
行
を
棄
て
さ
っ
た
と
し
、
そ
こ
か

ら
直
ち
に
「
選
択
集
」
に
結
び
っ
け
て
法
然
の
思
想
を
説
明
す
る
場
合
が

多
か
っ
た
の
も
、
右
の
ご
と
き
「
四
十
八
巻
伝
」
や
聖
光
の
法
然
の
回
心

に
関
す
る
説
明
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
観
経

疏
」
か
ら
「
往
生
要
集
」
へ
と
い
う
移
行
は
、
黒
谷
の
別
所
で
叡
空
に
師

事
し
、
要
集
を
伝
授
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
法
然
に
と
っ
て
、
不
自
然
の

感
を
免
れ
な
い
。
さ
ら
に
右
の
文
に
出
て
く
る
「
妙
行
業
記
」
な
る
一
書

で
あ
る
が
、
「
仏
書
解
説
大
辞
典
」
に
よ
る
と
、
「
真
宗
教
典
志
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
本
書
は
真
宗
本
願
寺
派
の
玄
智
景
耀

が
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
述
作
し
た
、
真
宗
関
係
典
籍
の
解
説
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
「
妙
行
業
記
出
和
語
灯
録
五
」
と
だ
け
あ
る
。
「
和
語
灯

録
五
」
に
出
る
と
は
、
先
に
引
用
し
た
「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
を
さ
す

の
で
あ
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
妙
行
業
記
」
が
い
か
な
る
書
物
で
あ
っ

た
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
「
妙
行
業
記
」
の

存
在
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
法
然
の
「
念
仏
為
先
」
の
立
場

を
導
い
た
程
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
然
自
身
し
ば
く
奮
に
言
及

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
名

称
す
ら
聖
光
が
伝
え
る
言
葉
以
外
の
他
の
法
語
等
に
も
、
ま
し
て
「
選
択

集
」
に
も
出
て
い
な
い
。
何
故
こ
の
よ
う
な
記
事
が
浄
土
宗
鎮
西
派
の
祖

と
さ
れ
る
聖
光
の
著
作
の
中
に
登
場
す
る
の
か
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
し
た
が
っ

て
そ
の
出
典
と
な
っ
た
「
徹
選
択
本
願
念
仏
集
」
の
記
述
に
も
と
づ
い
て

法
然
の
回
心
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
法
然
が

「
観
経
疏
」
の
「
一
心
専
念
云
云
」
の
一
句
に
よ
っ
て
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
専

修
念
帰
入
を
快
定
し
た
と
い
う
聖
光
の
説
明
を
採
用
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
こ
の
一
句
を
法
然
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
こ

の
一
句
が
彼
の
回
心
に
決
定
的
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
う
説
明
は
、
管

見
す
る
と
こ
ろ
、
「
西
方
指
南
抄
」
「
漢
語
灯
録
」
「
和
語
灯
録
」
等
、
法

然
の
法
語
・
消
息
類
を
集
録
し
た
も
の
の
中
に
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
法

然
の
門
弟
達
の
伝
え
る
彼
の
言
葉
の
中
で
も
「
一
心
専
念
云
云
」
の
文
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
〕

を
回
心
に
結
び
っ
け
て
い
る
の
は
鎮
西
派
系
統
の
も
の
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
四
十
八
巻
伝
」
「
九
巻
伝
」
等
の
法
然
の
回

心
に
関
す
る
説
明
は
、
「
選
択
集
」
第
十
六
章
の
文
、
承
安
五
年
と
思
わ

れ
る
法
然
の
念
仏
門
帰
入
、
さ
ら
に
そ
れ
に
関
す
る
聖
光
の
記
述
、
伝
説

の
詞
な
ど
を
結
合
さ
せ
て
、
承
安
五
年
善
導
の
「
観
経
疏
」
の
「
一
心
専

念
云
云
」
の
一
句
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
然
は
専
修
念
仏
に
帰

入
し
た
と
い
う
回
心
に
つ
い
て
の
説
明
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
説
明
は
史
実
に
合
致
し
た
も
の
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
法
然
の
諸
伝
記
の
中
で
、
「
本
朝
祖
帰
伝
記
絵
詞
」
↑
伝
法
絵
）

と
「
法
然
上
人
伝
」
（
1
－
増
上
寺
本
）
と
は
、
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
特
異



な
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
諸
教
所
レ
讃
多
在
二
弥
陀
一
」
と
い
う

中
国
唐
代
湛
然
の
「
止
観
輔
行
伝
弘
決
」
の
偶
文
を
引
用
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
法
然
が
念
仏
門
に
帰
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
比
叡
山
で
出
家
し
、

天
台
の
教
理
を
学
ん
だ
法
然
が
「
摩
詞
止
観
」
に
対
す
る
註
釈
で
あ
る

「
止
観
輔
行
弘
決
」
を
読
み
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

し
か
し
そ
れ
が
法
然
に
念
仏
門
帰
入
を
決
断
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
を
傍
証
す
る
史
料
を
見
出
し
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
可
否
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
∈

　
で
は
法
然
の
回
心
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
踏
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
法

然
伝
の
う
ち
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
源
空
聖
人
私
日
記
」
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
中
沢
見
明
氏
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
〕

来
ほ
“
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
田

村
氏
は
「
私
日
記
」
が
嘉
禄
の
法
難
一
嘉
禄
三
年
・
二
一
二
七
）
に
ふ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些

い
な
い
の
を
理
由
に
、
そ
れ
依
然
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
法
然
の
没
後
十
五
年
ほ
ど
で
成
立
し
た
こ
と
に
な
り
、
相
当
正
確
な

記
述
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
私
日
記
」
は
法
然
の
回
心
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
抑
始
自
二
曇
鷲
道
緯
善
導
懐
感
御
作
一
、
至
二
干
楊
厳
先
徳
往
生
要

　
　
集
一
、
難
レ
窺
二
奥
旨
一
、
二
返
拝
見
之
時
者
、
往
生
猶
不
レ
易
、
第

　
　
三
返
之
時
、
乱
想
之
凡
夫
、
不
レ
如
二
称
名
一
行
一
、
是
則
濁
世
我

　
　
等
依
佑
、
末
代
衆
生
之
出
離
、
令
二
開
悟
一
詑
、
況
於
二
自
身
得
脱
一

　
　
乎
、
然
則
為
レ
世
為
レ
人
、
難
レ
欲
レ
令
レ
弘
二
通
此
行
一
、
時
機
難
レ

　
　
量
感
応
難
レ
知
、
情
思
二
此
事
一
、
暫
伏
寝
之
処
、
示
二
夢
想
一
　
紫

　
　
雲
広
大
、
聲
覆
二
日
本
国
一
、
自
二
雲
中
一
出
二
無
量
光
一
、
自
二
光

　
　
中
一
百
宝
鳥
飛
散
充
二
満
虚
空
一
、
干
レ
時
登
高
山
、
忽
拝
二
生
身
之

　
　
善
導
一
、
自
二
御
腰
一
下
者
金
色
也
、
自
二
御
腰
一
上
者
如
レ
常
、
高

　
　
僧
云
、
汝
難
レ
為
二
不
肖
之
身
一
、
念
仏
興
行
満
二
干
一
天
一
、
称
名

　
　
専
修
及
二
干
衆
生
一
之
故
、
我
来
二
干
此
一
、
善
導
即
我
也
云
云
、
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
－

　
　
滋
弘
此
法
、
年
々
次
第
繁
昌
、
無
下
不
二
流
布
一
之
所
上
。

と
こ
ろ
が
「
私
日
記
」
は
法
然
の
回
心
・
念
仏
門
帰
入
の
年
次
に
つ
い
て

は
、
右
の
文
の
中
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
が
、
こ
れ
よ
り
少
し
後
の
と
こ

ろ
で
、

　
　
高
倉
院
御
干
、
安
元
元
年
乙
未
聖
人
齢
自
二
四
十
三
一
、
始
入
二
浄
土

　
　
門
一
、
閑
観
二
浄
土
一
給
、
初
夜
宝
樹
現
、
次
夜
示
二
瑠
璃
地
一
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
）

　
　
夜
者
宮
殿
拝
レ
之
、
阿
弥
陀
三
尊
常
来
至
也
。

と
の
べ
て
い
る
。
前
節
で
引
用
し
た
「
四
十
八
巻
伝
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、

法
然
伝
の
記
述
は
十
分
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
一
事
件
に
つ
い
て
繰

返
し
記
述
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
問
に
表
現
上
微
妙
な
違
い
が
あ
る
な
ど
、

そ
の
真
義
の
把
握
し
に
く
い
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
右
の
場
合
も

回
心
の
状
況
の
説
明
と
、
そ
の
年
次
に
つ
い
て
の
説
明
が
分
離
さ
れ
て
お

り
、
「
安
元
元
年
」
と
い
う
法
然
の
回
心
の
年
を
ど
こ
に
入
れ
る
べ
き
か
、

判
断
し
に
く
い
。
と
い
う
の
は
こ
れ
を
「
況
於
二
自
身
得
脱
一
」
の
後
に

入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
我
来
二
干
此
一
、
善
導
即
我

也
」
の
後
に
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
し
前
者
と
す
れ
ば
、
法
然

の
回
心
に
お
い
て
「
往
生
要
集
」
の
し
め
る
役
割
が
大
き
く
な
り
、
「
四

十
八
巻
伝
」
等
他
の
伝
記
が
善
導
の
「
観
経
疏
」
と
し
て
い
る
の
に
比
較



し
て
、
か
な
り
の
へ
だ
た
り
が
出
て
く
る
。
ま
た
後
者
と
す
れ
ば
、
法
然

の
回
心
は
最
終
的
に
は
、
「
観
経
疏
」
と
い
う
指
摘
は
な
い
が
、
善
導
の

影
響
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
「
四
十
八
巻

伝
」
等
に
比
較
し
て
、
善
導
の
「
観
経
疏
」
の
法
然
の
回
心
に
お
け
る
比

重
が
、
「
私
日
記
」
の
場
合
は
相
対
的
に
薄
く
な
り
、
「
往
生
要
集
」
の
比

重
が
重
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
然
は
「
往
生
要
集
」
に
よ
っ
て

「
自
身
得
脱
」
を
得
て
い
る
、
つ
ま
り
こ
こ
で
法
然
は
念
仏
帰
入
の
決
断

を
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
る
後
に
善
導
と
の
対
面
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
往
生
要
集
」
か
ら
「
乱
想
凡
夫
、
不
レ
如
二
称
名
一
行
一
」

と
教
え
ら
れ
、
善
導
か
ら
夢
中
に
「
称
名
専
修
及
二
干
衆
生
一
之
故
」
と

称
讃
さ
れ
な
が
ら
、
安
元
元
年
の
浄
土
門
帰
入
の
際
に
「
閑
観
二
浄
土

一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
法
然
が
四
十
三
才
で
浄

土
門
・
念
仏
門
に
帰
入
し
た
時
の
念
仏
は
、
単
に
称
名
一
行
の
専
修
で
は

な
く
、
称
名
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
ま
た
観
想
念
仏
を
も
否
定
し
な
い
、

い
わ
ば
源
信
流
の
念
仏
の
範
囲
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。　

「
私
日
記
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
人
間
と
し
て
の
法
然
で
は
な
く
、

仏
・
菩
薩
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
の
応
現
と
し
て
の
法
然
、
救
済
者
に
ふ

さ
わ
し
い
荘
厳
を
身
に
つ
け
た
法
然
を
描
き
、
ま
た
そ
の
内
容
は
聖
道
門
、

特
に
天
台
に
対
し
て
極
め
て
妥
協
的
な
説
明
を
し
、
法
然
が
生
涯
を
通
し

て
拒
否
し
続
け
た
聖
道
門
的
粉
飾
に
よ
っ
て
、
法
然
を
描
か
ん
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
一

る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
「
私
日
記
」
の
描
い
て

い
る
法
然
像
に
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
の
な
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
決
め
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
粉
飾
し
た
法
然
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
れ

が
あ
る
事
実
の
上
に
立
っ
て
粉
飾
さ
れ
る
場
合
と
、
始
め
か
ら
単
な
る
虚

構
の
上
に
立
っ
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
粉
飾
さ
れ
て
い
く
場
合
と
、
自
ら
異

な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
私
日
記
」
に
法
然
が
九
條
兼
実
の
と
こ
ろ
へ

行
っ
た
、
帰
り
の
場
面
に
つ
い
て
描
写
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
時
の

状
況
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
参
二
上
月
輪
殿
一
（
礒
雛
鴨
搾
難
）
退
出
之
時
、
自
二
地
上
一
高
踏
二
蓮

　
　
華
一
而
歩
頭
光
赫
突
、
凡
者
勢
至
菩
薩
化
身
也

ま
さ
に
法
然
を
菩
薩
の
応
現
と
し
、
聖
道
門
的
粉
飾
を
加
え
て
い
る
。
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
兼
実
が
法
然
に
深
く
帰
依
し
、
最
後
は
法
然
を

戒
師
に
出
家
し
て
い
る
こ
と
、
兼
実
を
法
然
が
し
ば
し
ば
訪
問
し
て
い
る

こ
と
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
兼
実
の
法
然
へ
の
深
い
帰
依
の
心
を
伝
記
作

者
が
こ
の
よ
う
な
描
写
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
兼
実

自
身
が
自
己
の
思
い
を
語
っ
た
の
を
記
述
し
た
の
か
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

、
つ
。

　
ま
た
「
私
日
記
」
は
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
「
往
生
要
集
」
と
の
関
係

を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
故
に
「
私
日
記
」
が
天
台
教
団
に
妥
協
的
だ

と
単
純
に
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
然
が
「
観
経
疏
」
に

よ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
中
の
一
句
に
よ
っ
て
瞬
聞
的
に
専
修
念
仏
に
帰
し

た
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
私
日
記
」
は
天
台
教
団
に
妥
協
的
だ
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
見
解
そ
の
も
の
が
一
つ
の
立
場
か
ら
す
る
解
釈

で
あ
っ
て
、
か
く
解
釈
す
る
こ
と
の
中
に
、
す
で
に
解
釈
す
る
者
の
立
場
、

尺
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

7



　
だ
が
、
法
然
の
黒
谷
別
所
へ
の
隠
遁
や
師
の
叡
空
の
法
系
を
考
え
る
な

ら
ば
、
さ
ら
に
「
選
択
集
」
の
中
に
も
し
ば
し
ば
「
往
生
要
集
」
を
引
用

し
、
自
己
の
思
想
の
根
拠
に
し
て
い
る
法
然
を
思
う
な
ら
ば
、
彼
が
「
往

生
要
集
」
に
よ
っ
て
念
仏
門
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
極
め
て
自
然
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
私
日
記
」
に
は
「
観
経
疏
」
に
よ
る

専
修
念
仏
帰
入
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
り
に
夢
中
で
の
善

導
と
の
対
面
を
あ
げ
、
善
導
を
し
て
法
然
の
専
修
念
仏
弘
通
を
称
讃
せ
し

め
て
お
り
、
こ
こ
に
「
観
経
疏
」
こ
そ
あ
げ
て
い
な
い
が
、
善
導
を
指
南

と
し
て
専
修
念
仏
に
帰
し
、
以
後
こ
の
法
を
流
通
せ
し
め
て
い
っ
た
こ
と

が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
「
私
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
安
元
元
年
四
士
二
才
の
時
「
往
生

要
集
」
に
よ
り
ま
ず
念
仏
門
に
入
り
、
以
後
善
導
に
導
か
れ
て
専
修
念
仏

へ
す
す
ん
だ
と
い
う
法
然
の
回
心
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
も
先
き
に
引
用
し
た
「
選
択
集
」
第
十

　
　
　
一
2
1
〕

六
章
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
矛
眉
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
私
日
記
」
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
法
然
の
弟
子
信
空
の
法
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
2
一

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
信
空
は
法
然
門
下
の
上
足
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豪
）

人
で
、
門
弟
の
中
で
は
最
も
早
く
入
門
し
て
お
り
、
し
か
も
「
七
箇
條

起
請
文
」
の
連
署
で
は
門
弟
中
で
は
最
初
に
そ
の
名
を
載
せ
て
い
る
。
こ

の
信
空
の
法
系
に
連
な
る
も
の
が
「
私
日
記
」
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
「
私
日
記
」
の
記
述
が
比
較
的
正
確
だ
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
「
源
空
上
人
私
日
記
」
を
取
上
げ
、
法
然
の
回
心
の
過
程
を
考

察
し
て
き
た
が
、
近
来
数
あ
る
法
然
伝
の
う
ち
で
、
最
も
信
懸
性
が
高
い

と
云
わ
れ
て
い
る
「
法
然
上
人
伝
記
」
一
醍
醐
本
）
中
の
「
一
期
物
語
」

に
、
「
私
日
記
」
と
同
じ
よ
う
な
、
し
か
も
よ
り
詳
細
な
法
然
の
回
心
に

つ
い
て
の
説
明
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
法
然
に
常
随
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
刎
）

弟
子
源
智
の
門
弟
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
源
智
は
平
氏
出
身
で
重
盛
の

孫
、
師
盛
の
子
と
い
わ
れ
、
建
久
六
年
一
二
九
五
）
士
二
才
で
法
然
の
許

に
お
く
ら
れ
、
一
旦
慈
円
に
あ
ず
け
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
受
戒
・
出
家
し

そ
の
後
再
び
法
然
の
門
下
に
入
り
、
十
八
年
に
わ
た
っ
て
法
然
に
常
随
し

て
い
る
。
法
然
の
門
弟
中
で
は
最
大
の
恩
顧
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
、

法
然
の
没
後
は
隠
遁
生
活
を
送
り
、
ひ
た
す
ら
自
行
に
は
げ
ん
だ
と
い
う
。

「
私
日
記
」
同
様
、
法
然
の
高
弟
に
連
な
る
も
の
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
の
信
懸
性
の
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

「
一
期
物
語
」
は
法
然
の
回
心
の
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。　

　
抑
恵
心
先
徳
造
往
生
要
集
、
勧
濁
世
末
代
道
俗
、
就
之
欲
レ
尋
二
出

　
　
離
之
趣
一
…
…
　
付
二
正
修
念
仏
一
有
二
種
々
念
仏
一
、
初
心
観
行

　
　
不
レ
堪
二
深
奥
一
者
、
教
二
色
相
観
一
、
色
相
観
中
有
二
別
相
観
一
、

　
　
有
二
総
略
観
一
、
有
二
雑
略
観
一
、
有
二
極
略
観
一
、
又
有
二
称
名
一
、

　
　
其
中
感
勲
勧
進
之
言
唯
在
二
称
名
之
段
一
、
於
二
五
念
門
一
難
レ
名
二

　
　
正
修
念
仏
一
、
作
願
廻
向
是
非
二
行
体
一
、
礼
拝
讃
嘆
又
不
レ
如
二
観

　
　
察
一
、
観
察
中
於
二
称
名
一
丁
寧
勘
レ
之
為
二
本
意
ニ
ム
事
顕
然
也
。

　
　
但
於
二
百
即
百
生
行
相
一
者
、
己
譲
二
道
緯
善
導
釈
一
、
委
不
レ
述
レ

　
　
之
、
是
故
往
生
要
集
為
二
先
達
一
而
入
二
浄
土
門
一
、
閣
二
此
宗
奥

　
　
旨
一
、
於
二
善
導
釈
二
反
見
一
レ
之
思
二
往
生
難
一
、
第
三
反
度
得
下

　
　
乱
想
凡
夫
依
二
称
名
行
一
可
二
往
生
一
之
道
理
上
、
但
於
二
自
身
出



　
離
一
、
己
思
定
畢
、
為
他
人
難
レ
欲
弘
レ
之
、
時
機
難
レ
叶
故
、
煩

　
而
眠
夢
中
、
紫
雲
大
聲
、
覆
二
日
本
国
一
、
従
二
雲
中
一
出
二
無
量
光
一
、

　
従
二
光
中
一
百
宝
色
烏
飛
散
充
満
、
干
レ
時
昇
二
高
山
一
、
忽
奉
レ

　
値
二
生
身
善
導
一
、
従
レ
腰
下
者
金
色
也
、
従
レ
腰
上
者
如
常
人
、

　
高
僧
云
、
汝
雛
二
不
肖
身
一
、
弘
二
専
修
念
仏
一
故
来
二
汝
前
一
、
我

　
　
是
善
導
也
云
云
、
従
レ
其
後
弘
二
此
法
一
、
年
々
繁
昌
、
無
下
不
二
流

　
　
　
　
　
　
一
2
5
〕

　
　
布
一
之
境
上
也
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
法
然
は
出
離
の
道
を
知
ろ
う
と
「
往
生
要
集
」
を
読
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、
大
文
第
四
正
修
念
仏
に
種
々
の
念
仏
が
説
か
れ
て
い
る

が
、
称
名
念
仏
を
も
っ
て
態
勲
に
勧
進
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
た
“

「
百
即
百
生
行
相
」
一
百
人
が
百
人
と
も
往
生
で
き
る
行
）
に
つ
い
て
は
中

国
の
浄
土
教
家
道
緯
・
善
導
に
ゆ
ず
っ
て
、
く
わ
し
く
は
述
べ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
「
往
生
要
集
」
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
帰
入
し
た
が
、
以
後
さ

ら
に
浄
土
門
の
奥
旨
を
知
ろ
う
と
し
て
、
善
導
の
釈
を
見
た
と
こ
ろ
、
二

度
見
る
に
い
ま
だ
往
生
し
が
た
い
と
思
っ
た
が
、
三
度
目
に
乱
想
の
凡
夫

も
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
が
可
能
だ
と
い
う
道
理
を
知
り
、
つ
い
に
自

身
の
出
離
に
つ
い
て
は
思
い
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
さ
ら
に
善

導
と
の
夢
中
対
面
を
そ
の
後
に
記
し
、
法
然
の
専
修
念
仏
弘
通
を
称
讃
せ

し
め
て
い
る
。
「
私
日
記
」
と
比
較
し
て
叙
述
の
内
容
が
よ
く
整
理
さ
れ
、

法
然
の
回
心
の
過
程
が
明
瞭
に
描
写
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
私
日
記
」

同
様
、
法
然
の
回
心
に
お
い
て
源
信
か
ら
善
導
へ
と
い
う
過
程
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
「
源
空
上
人
私
日
記
」
と
「
一
期
物
語
」
と
に
よ
っ
て
、
法
然
の

回
心
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
書
の
記

事
と
同
様
な
説
明
を
し
て
い
る
も
の
に
、
弟
子
源
智
の
作
と
さ
れ
て
き
た

　
　
　
　
一
脆
一

「
選
択
要
決
」
が
あ
る
。
本
書
は
「
選
択
集
」
の
註
疏
の
う
ち
で
は
最
も

早
い
成
立
で
、
嘉
禎
三
年
一
二
＝
二
七
）
の
撰
述
と
い
わ
れ
る
。
法
然
滅
後

二
十
五
年
、
「
選
択
集
」
に
つ
い
て
種
々
異
義
が
出
て
き
た
の
に
対
し
、

一
々
こ
れ
を
破
し
て
正
し
い
立
場
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
「
選
択
集
」
と
「
往
生
要
集
」
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
部

分
で
、
法
然
自
ら
語
っ
た
と
い
う
回
心
に
つ
い
て
の
言
葉
を
引
用
し
て
い

る
。

　
　
問
此
集
（
選
択
集
）
中
引
二
往
生
要
集
一
、
此
集
義
意
同
二
彼
集
一
耶

　
　
答
先
師
一
法
然
）
語
日
、
我
為
二
出
離
一
久
求
二
仏
法
一
、
粗
窺
二
顕
密

　
　
諸
教
一
、
都
是
難
解
難
行
、
因
レ
十
鉱
訪
二
楊
厳
院
先
徳
遺
跡
一
、
探
二

　
　
往
生
要
集
意
趣
一
、
念
仏
為
レ
正
、
諸
行
為
傍
、
該
二
上
下
一
、
正

　
　
為
二
凡
下
一
、
述
二
其
行
相
一
、
則
引
二
道
緯
善
導
釈
文
一
、
故
以
二

　
　
往
生
要
集
一
而
為
二
先
達
一
、
知
二
浄
教
之
沖
微
一
也
。
然
彼
所
レ
引

　
　
専
雑
之
文
尚
不
二
分
明
一
、
又
今
以
二
観
察
一
為
二
助
業
一
、
以
二
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

　
　
名
一
為
二
正
業
一
、
此
義
梢
相
違
耶
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
出
離
の
た
め
に
久
し
く
仏
法
を
求
め
て
い
た
が
、
顕
密

諸
教
は
難
解
か
つ
難
入
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
「
往
生
要
集
」
の
意
趣
を

さ
ぐ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
念
仏
を
正
止
し
、
余
行
を
傍
と
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
る
に
念
仏
の
行
相
を
述
べ
る
段
に
な
る
と
、
道

緯
・
善
導
の
文
を
引
い
て
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
「
往
生
要

集
」
を
先
達
と
し
て
浄
土
教
の
沖
微
を
知
る
こ
と
は
で
き
た
。
だ
が
専
雑

の
文
に
つ
い
て
は
、
な
お
明
ら
か
で
な
か
っ
た
が
、
今
は
そ
れ
も
は
っ
き

り
し
て
、
観
察
を
助
業
と
し
、
称
名
を
正
業
と
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
い



う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
明
は
、
「
一
期
物
語
」
ほ
ど
詳
し
く
は
な
い
が
、
同
じ
主
旨
の

こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
「
一
期
物
語
」
の
記
事
の
信
愚
性
を
高
め
う
る
と

思
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
先
年
発
見
さ
れ
た
「
知
恩
講
私
記
」
の
内
に
法
然
の
回
心
に
つ

い
て
、
従
来
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
裏
付
け
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
櫛
田
良
洪
氏
に
よ
っ
て
東
寺
宝
菩
提
院
三
密
蔵
の
典
籍
の
紙
背
か
ら
発

見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
流
行
し
た
講
式
の
型
を
と
り
、
法
然
の
徳

を
五
ケ
條
に
分
け
て
讃
歎
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
法
然
の
伝

記
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
奥
書
に
よ
れ
ば
安
貞
二
年
一
＝
＝
一
八
）
八
月

十
二
日
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
然
の
没
後
十
六
年
目
に
書

写
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
成
立
は
も
っ
と
古
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と

法
然
の
伝
記
関
係
の
史
料
と
し
て
は
「
私
日
記
」
と
並
ん
で
最
も
古
い
も

の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
法
然
の
第
二
番
目
の
徳
と
し
て
「
讃
二
本

願
興
行
徳
一
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
文
句
が
あ
る
。

　
　
先
師
擢
二
滑
肝
一
尋
二
往
生
要
一
恵
心
之
秘
懐
善
導
為
二
規
模
一
是
以

　
　
上
人
自
述
日
善
導
是
弥
陀
化
身
也
云
云

こ
の
中
の
「
恵
心
之
秘
懐
」
つ
ま
り
恵
心
先
徳
の
奥
旨
は
善
導
を
も
っ
て

「
規
模
」
と
し
て
い
る
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
講
式
と
い
う
形
を
取
る

以
上
、
「
一
期
物
語
」
な
ど
の
よ
う
に
、
詳
細
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
ず
か
十
数
字
の
内
か
ら
、
法
然
が
恵
心
の
思
想
を
、

あ
る
い
は
善
導
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
、
そ
れ
は
明
ら
か
で

な
い
。
し
か
し
右
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
か
な
り
の
決
断

が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
「
私
日
記
」
は

「
自
身
得
脱
」
に
つ
い
て
は
決
定
し
た
と
い
い
、
「
一
期
物
語
」
は
「
往
生

要
集
」
を
先
達
と
し
て
「
入
二
浄
土
門
一
」
と
い
い
、
「
選
択
要
決
」
は

「
知
二
浄
土
之
沖
微
一
」
と
述
べ
て
い
る
。
表
現
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も

法
然
の
回
心
の
過
程
に
お
い
て
、
恵
心
な
か
ん
ず
く
「
往
生
要
集
」
の
影

響
の
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、

先
に
引
用
し
た
「
四
十
八
巻
伝
」
の
「
恵
心
の
往
生
要
集
、
も
は
ら
善
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
9
一

和
尚
の
釈
義
を
も
て
指
南
と
せ
り
」
と
い
う
表
現
を
見
る
な
ら
ば
、
「
四

十
八
巻
伝
」
に
お
い
て
も
善
導
に
至
る
ま
で
の
法
然
に
と
っ
て
、
「
往
生

要
集
」
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
一
期
物
語
」
・
「
源
空
上
人
私
日

記
」
・
「
選
択
要
決
」
・
「
知
恩
講
私
記
」
は
法
然
の
回
心
に
つ
い
て
、
表
現

上
相
違
は
あ
る
が
、
恵
心
な
か
ん
ず
く
「
往
生
要
集
」
の
強
い
影
響
に
よ

り
善
導
へ
と
い
う
基
本
線
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
従
来
法
然
の
回

心
と
い
う
と
善
導
に
導
か
れ
て
専
修
念
仏
へ
と
い
う
点
の
み
が
強
調
さ
れ

て
き
た
。
法
然
の
偏
依
善
導
と
い
う
確
立
し
た
立
場
の
み
を
考
え
る
な
ら

ば
そ
れ
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
が
、
回
心
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
法
然
の
置

か
れ
た
状
況
等
に
つ
い
て
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
晒

　
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
法
然
の
回
心
の
年
次
で
あ
る
。
「
一
期
物
語
」
・

「
選
択
要
決
」
は
こ
の
間
題
に
答
え
て
い
な
い
。
私
日
記
に
よ
れ
ば
安
元

元
年
四
十
三
才
で
浄
土
門
に
帰
し
た
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
一
期

物
語
」
の
云
う
「
往
生
要
集
」
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
入
っ
た
時
に
当

る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
後
善
導
に
導
か
れ
て
専
修
念
仏
に
帰
し
た
時
を

加



　
さ
す
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
も
し
前
者
と
す
れ
ば
、
専
修
念
仏
帰
入
は

　
何
時
か
、
後
者
と
す
れ
ば
「
往
生
要
集
」
に
導
か
れ
た
の
は
何
時
か
、
問

　
題
に
な
ろ
う
。
両
者
が
時
間
的
に
相
当
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像

　
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
同
年
の
出
来
事
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
現

　
在
の
段
階
に
お
い
て
は
こ
の
点
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
然
の
回
心
は
、
安
元
元
年
一
承
安
五
年
一
頃
「
往
生
要

．
集
」
に
導
か
れ
て
念
仏
門
に
入
り
、
以
後
要
集
で
は
分
明
に
な
し
え
な

　
か
っ
た
点
を
、
善
導
に
求
め
、
最
後
に
「
観
経
疏
」
に
よ
り
専
修
念
仏
に

　
帰
し
た
と
い
う
過
程
を
踏
ん
だ
、
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
勿

　
論
法
然
が
四
十
三
才
頃
、
い
き
な
り
念
仏
門
に
帰
し
た
と
い
う
の
で
は
な

　
い
。
法
然
が
十
八
才
で
隠
遁
し
た
黒
谷
に
は
す
で
に
源
信
流
や
良
忍
流
の

　
念
仏
が
入
っ
て
い
た
。
法
然
も
早
く
か
ら
二
十
五
三
味
会
を
修
し
、
声
明

　
念
仏
を
行
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
黒
谷
は
天
台
教
学
の
範
囲
内
に
あ
り
、

　
そ
の
中
に
法
然
も
い
た
。
そ
し
て
四
十
三
才
頃
、
独
自
の
方
向
へ
踏
み
出

　
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
註

（
ユ
）
新
法
全
（
H
石
井
教
道
氏
編
「
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
」
）
七
八
九

　
　
頁

（
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
3
）
新
法
全
　
三
四
九
－
五
〇
頁
、
こ
の
文
章
は
「
選
択
集
」
の
末
章
に

　
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
毎
夜
夢
中
有
レ
僧
、
指
二
授
玄
義
こ
と

　
　
「
欲
レ
写
者
一
如
二
経
法
こ
の
二
句
は
「
観
経
疏
」
か
ら
直
接
引
用

　
　
し
た
も
の
（
浄
全
1
1
「
浄
土
宗
全
書
」
第
二
巻
七
二
－
三
頁
）
。

（
4
）
田
村
円
澄
氏
「
法
然
上
人
伝
の
研
究
」
第
二
部
第
九
章

（
5
）
「
歎
異
抄
」
（
真
宗
聖
教
全
書
二
－
七
八
八
頁
）

（
6
）
真
宗
聖
教
全
書
五
－
一
〇
一
頁

（
7
）
法
伝
全
（
1
1
井
川
定
慶
氏
編
「
法
然
上
人
伝
全
集
」
）
二
四
頁

（
8
）
田
村
氏
前
掲
書
第
一
部
第
三
章

（
9
）
数
あ
る
法
然
伝
の
う
ち
成
立
年
代
の
確
定
し
て
い
る
も
の
は
嘉
禎
三

　
　
年
一
二
…
七
）
成
立
の
「
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
」
一
伝
法
絵
）
、
正
安

　
　
三
年
一
二
二
〇
こ
成
立
の
「
拾
遺
古
徳
伝
」
、
そ
れ
に
大
永
六
年
一
一

　
　
五
二
六
）
成
立
の
「
法
然
上
人
伝
」
一
十
巻
伝
一
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

　
　
他
伝
記
の
成
立
年
代
は
、
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
推
測
の
域
を
出
て

　
　
い
な
い
。
な
お
法
然
の
伝
記
に
つ
い
て
は
田
村
氏
前
掲
書
の
ほ
か
、

　
　
「
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
」
一
四
巻
・
法
然
上
人
伝
研
究
会

　
　
編
一
、
「
法
然
上
人
諸
伝
の
研
究
」
一
一
巻
・
三
田
全
信
著
）
な
ど
が
あ

　
　
る
。

一
1
0
一
浄
全
第
七
巻
九
五
頁

一
u
）
全
右
　
第
十
巻
二
一
頁

（
1
2
）
新
法
全
四
六
〇
頁
、
こ
れ
と
同
じ
文
が
「
四
十
八
巻
伝
」
に
も
出
て

　
　
く
る
。
し
た
が
っ
て
「
四
十
八
巻
伝
」
に
は
法
然
の
回
心
に
つ
い
て

　
　
繰
返
し
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
い
し
「
九
巻
伝
」
や

　
　
「
琳
阿
本
」
に
は
こ
れ
と
同
じ
文
は
出
て
こ
な
い
。

（
1
3
）
石
井
教
道
氏
編
「
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
」
に
は
、
法
然
の
門
弟

　
　
の
著
作
か
ら
法
然
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
を
か
な
り
広
範
囲
に
抜

　
き
出
し
て
い
る
。

（
皿
）
法
伝
全
　
四
七
三
－
四
頁
、
五
八
七
頁

u



（
1
5
一
中
沢
見
明
氏
「
真
宗
源
流
史
論
」
第
二
章
第
一
節

一
1
6
）
田
村
氏
前
掲
書
第
一
部
第
三
章

一
1
7
一
法
伝
全
　
七
七
〇
頁

一
1
8
一
全
右
　
七
七
一
頁

（
1
9
一
田
村
氏
前
掲
書
第
一
部
第
三
章

（
2
0
）
法
伝
全
　
七
七
一
頁

一
2
1
）
註
一
3
一
参
照

一
2
2
一
中
沢
氏
前
掲
書
第
二
章
第
一
節
、
前
掲
「
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的

　
　
研
究
」
第
四
巻
総
論
－
三

（
2
3
）
法
然
が
黒
谷
に
い
た
保
元
二
年
一
一
一
五
七
）
に
彼
の
弟
子
に
な
っ
た

　
　
と
い
う
。
そ
の
時
法
然
二
十
五
才
、
信
空
十
二
才
で
、
こ
の
こ
と
は

　
　
ほ
“
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
叡
山
時
代
の
法
然
を
知
る
も
の
は
、
信

　
　
空
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
2
4
一
井
上
光
貞
氏
「
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」
第
三
章
第
三
節
。
田

　
　
村
氏
前
掲
書
第
一
部
第
三
章
。
し
か
し
重
松
明
久
氏
は
源
智
作
と
し

　
　
て
い
る
一
「
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
」
第
三
篇
第
四
－
五
）
、

　
　
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
井
上
・
田
村
両
氏
は
私
日
記
以
後
「
伝
法

　
　
絵
」
一
註
（
9
）
参
照
）
以
前
と
い
い
、
重
松
氏
は
法
然
の
死
後
一
二
一

　
　
二
一
）
、
源
智
の
死
一
二
…
八
一
以
前
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

　
　
法
然
の
死
後
三
十
年
以
内
に
成
立
し
て
い
る
。

一
2
5
一
法
伝
全
七
七
三
－
四
頁

（
2
6
一
本
書
の
著
者
に
つ
い
て
、
源
智
作
と
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
法
然

　
　
の
弟
子
信
寂
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
（
石
井
教
道
氏
「
選
択
集
の

　
　
研
究
・
註
疏
篇
」
）
。

一
2
7
）
浄
全
第
七
巻
一
八
四
－
五
頁

（
2
8
）
櫛
田
良
洪
氏
「
新
発
見
の
法
然
伝
記
1
『
知
恩
講
私
記
』
1
」

　
　
本
歴
史
L
第
二
〇
〇
号
昭
和
四
十
年
一
月
号
）

（
2
9
）
註
一
7
）
参
照

（
な
ら
・
は
く
じ
ゅ
ん
　
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
助
教
授
）

一
「
日
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