
口

む
す
び
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一
遍
の
宗
教
の
雁
史
的
性
格

2

こ

泣

し

｝ヽ
ふ
い
し

?
 

H

伝
記
類
の

一
屈
と
禅
思
想

神
遁
思
想

口

無
住
に
お
け

口

法
然
に
お
け

次

ー
_

神
道
及
び
禅
宗
と
の
関
連

I

の
融
和

仏
意
の
意
味

の
融
和
|
|

神
託
の

の
触
和

l

一

遍
の

宗
教
の
歴
史
的
性
格
〗
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ヲ
出
」

と
のヽ

1
ー

ヅ一

こ
こ
に
み
ら
わ
るj
j

必
ズ :

1
)
 

、
。

し と 、

さ
ら
こ：ヽ＇し

の ；うヽ
そ
れ
ゆ
え

)、P
っ

で
l+ ヽ＜入

そ
れ
が

め＇｛」
の
て
あ
る
し

釘） し ‘ 

、�'. ：四
0) 
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こ
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ヽ
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J
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i

じ

め
こ

し

iIÌ

筑
波
大
学

の

第

1c
� 

｛ヽ
餃
の 0) 

の

詞
の
は
か
神
祇
と
ら
深
い
か
か
わ
り

と
こ
と
に

ま

の
匁
?)ヽ
I ・マ`
� � ,, 一

旦）

る
と
こ
ろ
は 、

ま
こ
と
に
興
味
深
い

。

を
く
だ
し

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に 、

作
者
は

ノ
中
ニ
ハ

、

何
レ
カ
当
世
妹
二
利
益
候
」

と
間
う，｛』
と
こ
ろ

一

円
(
―

二
二
六
ー

一

三
―

二
）

時
代
的
背
景
ー
ー
諸
宗
の
融
和
—
—

石
田
喜
人
「
定
町
時
代
の
時
衆
に
つ
い
て
」
（
下）
（『
仏
教
史
学』

第
十
一
巻
第
三
•

四
合
刊
号）

八
七
頁
下
ー

八
八
頁
上

神
道
息
柏

い
か
な
る
係
わ

」
の
こ
と
と
の
閃
辿

息
想
学
系
論
集

ーし．
ー、

-．
]

1、ヽ
,＇d
 

こ
ー）

L
し
ゥ
↑

I,

c/ , ,, 一

C
、鳴

，
刀

『
沙
石
集』

)
の

又 、

我
本
地
ハ
阿
併
陀
ナ
リ 。

哀
本
顧
ヲ
凋
テ
一

心
二
念
仏
ス
ル 、

此
行
ヤ
ス
ク
シ
テ
匠
翌
四 。

（
危
い
し

神
祇
信
仰）

の
内
包
す
る
多
而
的
付
格
を
理
鱈
す
る
に
め
に
は

と
の

衣
る
。

五
末）

ス
ベ
テ
ハ

、

そ
れ
に
限
ら
九
る
も
の
で
は
な
く 、
「
何
ノ
神
モ 、

御
心
同
キ
ヲ
ャ
」

と
締
め
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
策
十
一

話） 。

に
つ
い
て

つ
ま
り

を

こ
の

に 、
「
辻
治
年
中 、

紀
州
」

の
こ
と
と
し
て 、

念
仏
ニ
テ
モ 、

ニ
に

示
さ
れ
た
神
怠
は

一
テ
モ

□ ノ‘

i じヽ
二

ト
ム

レ
ノゞ

あ
る
人
が 、

八
幡
神
は 、
「
坐
抑
妹
ニ
ホ
メ
ラ
レ
タ
リ 。

（
中
略）
我
モ
常
ニ
ハ

、
坐
禅
ノ
心
地
ナ
リ 。

ひ
と
り

八
幡
神
の

の
関
迎
に
つ
い
て

い
を
と
り

紡
ん
互
か
と
い
う
こ
と
の
佼
討
が
間
図
と
な
っ

て
く
る
の
て
あ
る

。

一

遍
の
宗
教
活
動
を
収
り

在
く
同
時
伏
の

左
に
よ
り
応
主
ず 、

彼
が
そ
こ
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
宗
教
活
励
を
凰
間
し＇
こ
と
こ
ろ

(

l
)
 

る
と
い
う

付
多
紅
性
格
を
内
包
」

す
る
と
い
わ
れ
る
伍
以
も 、

は
じ
め
て
連
鱈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。

`
0

、
C

キバ，

ー)
)

印l,
） Q/_ 
1
· — 

:、一

し
厄
げ
九
は
左
ら
磨
い

。

こ
の
こ
と
か

一
〗叫
（
一
―
ニ
ニ
九
ー

ニ
八
九）

の

こ
i

t、
L
V
`

い
ら
い
の
念
仏
の

し
て 、

彼
以
前
に
あ
っ

づ
け
よ
う
と
す
る
と
き 、

彼
が

で
あ
り
な
か
ら 、

古
都

の
批
刊
的
臼
収

）

れ
尺
の

j

リ
ー

｛
•ノ ‘

八
幡 こ↓ー

の
概
観

:‘
合
ゾ
JI

ら
し

の
祖
師
に
ち
の
な



し
た
が
っ
て

と
一

遍
と
は
同
時
代
を
生
き
た、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

、

、
。

カ
ろ
う
カ

文t̀
 

）

と

一

致
し、

ニ
の
『
沙
石
集』

が

す
な
わ
ち、

仏
教
諸
宗
の
融
和、

と
こ
ろ
で、

「
序」

及
び
巻
第
十
末
の
熊
住
の
諏
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る。

弘
安
二
年
と
い
え
ば、

し
て
い
る
の
で
あ
り

に
関
す
る
こ
れ
ら
の
諸
見
解
は

そ
し
て

ろ
う。

す
る。

一

逼
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格
を
考
察
す
る
に
あ
た
り、

一
遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

さ
ら
に、

託
宣
が

託
宣
が、

禅
を
殊
勝
と
し
て
第
一
に

無
住
に
よ
っ
て、

弘
安

外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が、

鎌
倉
後
期
に
至
っ
て

ごり
点
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

は、

禅
に
伺
執
し
て
念
仏
・
真
言
を
誹
謗
し
た
り
は
し
な
い。

あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
諸
宗
融
和
の
立
場
を
堅
持
す
る。

す
な
わ
ち、

く、

坐
禅
も
念
仏
も
真
言
も、
「
ス
ベ
テ
ハ、

道
元
(
―
二
0
0
|
_
―
二
五
三）

こ
の
作
晶
の
作
者
無
住
が
応
済
宗
の
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば、

（
中
略）

只
一
心
ニ
ッ
ト
ム
」

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ、

こ
の
「
只
一
心
ニ
ッ
ト
ム
」

る
と
い
う
信
仰
想
度
は、

法
然
（
―
-
三
三
ー
�
―
ニ
―
二）

が
そ
の
『
選
択
築』
に
お
い
て
闊
明
し
た
「
専
修
念
仏」
の
「
専
修」
と

の
提
唱
す
る
「
只
管
打
坐」
の
「
只
管」
に
共
通
し、

の
「
専
唱」

と
も
軌
を
一
に
す
る
応
の
で
あ
る。

こ
の

(
2)
 
る
」

と
い
う
根
本
性
格
を
言
い
当
て
て
い
る。

「
我
本
地
ハ
阿
弥
陀
ナ
リ」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
は、

本
地
垂
迩
説
が
明
ら
か
て
あ
り、

こ
こ
で、

特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は、

る
の
は

か
ら
み
る
と
き、

託
宣
は、

鎌
倉
新
仏
教
を
一

貫
す
る
共
通
の
性
格、

す
な
わ
ち、

以
上
に
挙
げ
た
諸
点
が、

す
べ
て、

ひ
と
り
八
幡
神
の
意
志
に
発
す
る
だ
け
の
心
の
で
は
な
く、

同
時
に、

仏
教
信
仰
に
お
け
る
店
修、

神
仏
閻
合
に
甚
づ
く
本
地
垂
迩
説
が、

よ
う
や
く、

そ
れ
は、

,_ 

ノ‘

当
然
で
あ
ろ
う。

し
か
し
な
が
ら、

託
宣

託
宣
は、

宗
派
の
別
を
問
う
こ
と
な

「
一
を
求
め、

八
播
神
の
神
託
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

し
か
も、

仏
教

日
本
在
釆
の
伝
統
的
神
祇
信
仰
の
内
部
に
根
を
お
ろ
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な

(
―
二
七
九）

年
に
起
稿
さ
れ、

四
年
後
の
弘
安
六
(―
二
八
三）

年
に
脱
稿
さ
れ
た
こ
と
は、

一
逼
の
死
（
正
応
二
(―
二
八
九）

年）

の
十
年
前
に
あ
た
る。

そ
の

つ
ま
り、

無
住

『
沙
石
集』
に
そ
の
一

端
が
示
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
後
期
の
思
想
史
的
状
況
を
顧
慮
す
る
こ
と
は

、
、
、
、
、
、
、

J

の
よ
う
に
八
幡
神
の
託
宣
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

い
ず
れ
の
神
の
意
向
で
も
あ
ろ
う、

と
無
住
は
み
な

J

の
時
期
の
神
仏
関
係
の
基
調
が
示
さ
れ
て
い
る
で
あ

日
蓮
(
―
ニ
ニ
ニ
|
|
―
二
八
二）

司
l
i

ぇ
叶
ヽ
A
うク

こ

一

し

j

の
強
調
す
る
「
恵
唱
題
目
」

一
心
専
念
の
信
仰
態
度
を
も
っ
て、

出
離
生
死
の
要
諦
と



ま
た

彼
は、

他
方
で

て、(5)
 

ヘ
也」
と
い
う
と
こ
ろ
に

自
己
の
念
仏
の

た
だ、
そ
の
場
合、

(

2

)
 

そ
こ
で、

(—) 
s
-

、

ま、
可

(6)
 

「
余
行
を
修
せ
ん
者
も
念
仏
を
そ
し
る
べ
か
ら
ず、

又
諸
仏
の
本
哲
に
た
が
ふ
が
ゆ
へ
な
り」
と
も
述
べ
て
い
る。

彼
の
本
忍
は
明
ら
か
で
あ
る。

法
然
は

筑
波
大
学

霊
要
な
意
義
を
も
っ
と
思
わ
れ
る。

た
の
で
は
な
か
っ
亡。

専
修
念
仏
を
選
択
し
た
か
ら
と
い
っ
て、
そ
九
以
外
の
諸
宗
や
余
行
を
訓
訪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
し、

古
い
時
代
は
さ
て
団
く
と
し
て

・

思
想
学
系
論
集

託
官一
に
示
さ
れ
た
こ
の
時
代
の
息
侶
史
上
の
諮
特
徴
の
な
か
か
ら、

硲
慈
弘
『
日
本
仏
教
の
開
展
と
そ
の
韮
関』
（
上）
三一
五
頁

法
然
に
お
け
る
諸
宗
の
祉
和

ー
ー
仏
認
の
意
味

I

仏
教
語
宗
の
祉
和
と
い
う一
点
を
取
り
上
け
て、

仏
教
語
宗
の
融
和
が
況
か
九
る
の
は、

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
間
題
に
し
て
い
る
鎌
倉
時
伐
後
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い。
そ
れ
は、

に
鎌
倉
新
仏
教
の
範
旧
に
限
っ
て
み
て
も、

新
仏
教
の
基
本
路
線
を
提
示
し
た
と
さ
れ
る
法
然
の
浄
土
宗
立
宗
の
怠
図

そ
の
も
の
か
ら
し
て、
そ
れ
は
決
し
て
諸
宗
の
批
撃
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た。

法
然
の
主
唱
に
か
か
る
新
躾
の
専
修
念
仏
の
隆
盛
が、

づ
い
て
壻叫
か
れ
て
い
る
か
を、
検
討
し
て
み
よ
う。

既
成
教
団
た
る
「
南
都
北
嶺
の
欝
陶」
を
招
き、

い
う
真
理
の
永
造
性
へ
の
確
乎
た
る
信
穎
に
立
っ
て、

専
修
念
仏
選
訳
の
立
場
を
貫
徹
し
た
の
で
あ
る。

の
な
か
に
あ
っ
た
伝
統
で
あ
る、
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う。

「
念
仏
を
修
せ
ん
も
の
は
余
行
を
そ
し
る
べ
か
ら
ず、

「
諸
宗
の
学
者」
た
ち
が

つ
ま
り、

排
他
的
意
欲
に
駆
ら
れ

そ
れ
が
い
か
な
る
根
拠
に
晶

元
来、

j

ヽ

且

-
/
nr

 

い
わ
ば
仏
法
と

「
こ
の
ご
ろ
念
仏

日
本
仏
教
の
長
い
歴
史

こ
ぞ
っ
て、

の
よ
に
ひ
ろ
ま
り
た
る
に
よ
り
て、

仏
法
う
せ
な
ん
と
す」
と
の
危
槻
感
か
ら、

念
仏
を
「
難
破」
し
た
の
で、

念
仏
の
徒
の
「
お
仕
く」
の
者
は、

(3)
 

「
念
仏
の
行
を
廃
す」
る
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た。
こ
の
と
き、
法
然
は、
也
修
念
仏
の
流
行
が
仏
法
衰
滅
の
因
と
な
る、
と
の

こ
れ
に
怯
ん
で、

の

ィ
た
ち
の
説
を
論
破
し
て、

(4)
 

「
仏
法
は
こ
れ
万
年
也、

う
し
な
は
ん
と
お
も
ふ
と
も、
仏
法
掟
護
の
渚
天
善
神
ま
も
り
給
ゆ
へ
に
人
の
ち
か
ら
に
て
は
か
ら
ふ
べ
か
ら
ず」
と
述
べ、

そ
し
ら
ば
す
な
は
ち
弥
陀
の
悲
願
に
そ
む
く
べ
き
ゅ



て 、

法
然
は

要
す
る
に 、

法
然
に
と
っ

て
は 、

「
（
念
仏
を
修
す
る
者
が
）

余
行
を
謗
じ

（
余
行
を
修
す
る
者
が
）

念
仏
を
謗
」

ず
る
こ
と
は 、

「
し

か
る
を
い
ま
真
言
止
観
の
窓
の
ま
へ
に
は
r

念
仏
の
行
を
そ
し
る 、

「
と
も
に
我
々

偏
執
の
心
を
も
て
義
理
を
た
て 、

(
7)

 

み
な
と
も
に

仏
意
に
そ
む
け
り

」

と
み
な
す
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち 、

法
然
は 、

伝
統
仏
教
諸
派
と
新
興
念
仏
の
一

派
と
が 、

相
互
に
是
非
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は 、

も
っ

ば
ら
偏
執
の
心
・

我
執
の
偏
り
に
よ
る
こ
と
で
あ
り 、

両
派
と
も
等
し
く

仏
意
へ
の
背
反
を
犯
し
て
い
る 、

法
然
を
し

て
こ
の
よ
う
な
諸
宗
の
融
和
を
主
張
せ
し
め
る
に
至
っ

た
根
本
的
意
欲
は 、

と
あ
っ

て 、

聖
道
門
諸
宗
の
教
理
は 、

究
極
の
と
こ
ろ
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が 、

切
言
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち 、

彼
は 、

客
観
的
に
諸
宗
の
教
理
を
遍
学
し
た

に
自
己
の
機
根
に
適
う

救
済
の
方
途
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き 、

む
や

こ
れ
を 、

た
ま
た
ま
披
見
し
た
店
の
善
導
（
六
一

三
ー
ー

土
ハ
八
一
）

「
末
代
造
悪
の
凡
夫
出
離
生
死
の
旨
」

を
知
り 、

(
ll)

 

念
仏
門
」

に
茄
入
し
た 、

こ
の
よ
う
に 、

法
然
の
汗
土
門
帰
入 、

す
な
わ
ち 、

専
修
念
仏
へ
の
帰
依
は 、

彼
自
身
に
お
け
る
主
体
的
選
択
の
必
然
の
結
果
で
あ
っ

た
か
ら 、

彼
に
は
も
と
も
と

一

遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

と
い
う
の
で
あ
る

。

め
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

聖
迎
門
の
教
法
を
も
っ

て
し
て
は

(
9)

 

法
は
深
妙
な
り
と
い
へ

ど
も
我
が
機
す
べ
て
及
難
し
。

し
か
し
な
が
ら 、

ま
た

結
果 、

そ
れ
ら
は
「
所
詮
は
一

致
な
り

」

と
領
解
し
え
た

。

法
相
三
論
天
台
華
厳
真
言
仏
心
の
諸
大
乗
の
宗 、

彼
が
そ
の
弟
子
聖
覚
に
語
っ

た
言
葉
の
な
か
に

は
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る

。

る
が 、

法
然
は

こ
。
t

っ

た
が
ひ
に
を
の
を
の
是
非
の
お
も
ひ
に
住
し
て
会
釈
を
な
す 、

と
す
る

。

諸
宗
諸
脈
は
共
に

一

向
専
念
の
床
の
う
ゑ
に
は 、

諸
余
の
行
を
そ
し
る
」

と
い
う

風
潮
が
は
び
こ
っ

て
い

べ

き
で
あ
っ

て 、

悉
明
る
に
入
門
は
異
な
り
と
い
へ

ど
も 、(

JO
)
 

「
猶
い
ま
だ
出
間
の
要
法
を
悟
得
」

な
い
の
で
あ
っ

た
。

彼
は 、

聖
道
門
の
教
説
か
ら
は 、

の

「
観
経
散
善
義
の、

六

五

そ
の
よ
う
な
あ
り

方
こ
そ
仏
意
に
適
合
す
る
も
の
だ 、

「
予
が
如
の
下
機
の
行
法
」

と
し
て
「
阿
弥
陀
仏
の
法
蔵
因
位
の
昔
か
ね
て
定
置
る
A

」

一

心
専
念
弥
陀
名
号
の
文
に
至
て
善
導
の
元
意
を
得
」 、

一

体 、

ど
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

。

こ
れ
に
よ
っ

「
一

向
専
修

つ
い

「
お
な
じ
く
こ
れ
逆
罪
」

な
の
で
あ

あ
に
こ
れ
正
義
に
か
な
は

と
彼

(
8)

 

皆
仏
性
の
一

理
を
悟
顕
こ
と
を
明
す 、

所
詮
は
一

致
な
り
。



ー〖
れ
は
阿
弥
陀
を
こ
そ
た
の
み
た
れ 、

の
応 、

板
拠
の
無
い
こ
と
で
はな
か
っ

亡 。

）
の
よ
う
に
み
て
く
る
と

仏
ノ
ソ
バ
ニ
立
給
ヘ
ル
」
地
蔵
菩
薩
像
を

ツ
ブ
シ
タ
ル
ゾ
ヤ」
と
語
っ

た
と
い
い

ヲ
河

「
念
仏
門
ノ

か
に
出
允
亡
め

シ

0
四）
年） 、

法
然
の

ノ‘

サ
カ
リ
タ
リ
ケ
ル

こ
よ
り

9
.｀

 

法
然
の
「
勧
化 、

二 、

以一一
無
智
身

み
ず
か
ら
の
念
仏
の

(13)
 

は
じ

め
の
三
箇
条
に 、

と
記
し

て

の 百ハ

／
豆

念
仏
を
こ
そ
信
し

た
れ
と
て

そ
れ
ゆ
え

「
便
ナ
シ
ト

テ 、

）
の
よ
う
な

」
の
こ
と
と
し
て 、

一
方
で
は

の
衆
徒」
は

に
対
し
て

と
述
べ
て 、

門
人
た
ち
に
間
誡
を
加
え
て
い
る 。

二 、

対＿一
別
解
別
行
人
I 、

以＿一
愚
耀
偏
執
心

を
蝕
述
し 、

一
と
し
て 、

法
然
は

目
＼
こ

ち
こ

日ー ！ノ ，
r

ìJ

『
興
福
寺
奏
状』
（
元
久

ト
リ
ヲ
ロ
シ
テ」
し
ま
っ

た
と
い

シ
カ
リ
ケ
ル
シ
ワ
ザ」
は

ス
リ
ナ
ド
シ」
た
例
が
み
え
て
お
り

の
欝
陶
を
や
す
め」 、

ぅ

-
1

を
と
ゞ

ゞ

［ヽ
の

指／
ノ
イ

ド、
こ 、
也
了ニビ、

叉：
f

l_
プ)

暫
置一一
難
解
難
入
之
門

一 、
(
1
略）

文
ド

訂且
4
>

つ
つ
こ。

皮
ま

,}
ふ

ナ
ー

41
1‘
一
方
で

る

;;d ·, 
払<

の

の

上
人
の

の
悲
願
を
か
ろ
し

め
た
て
ま
つ
り

在
家
の
み
で
な
く
出
家
に
ま
で
及
び

の

年）
が 、
「
九
箇
条
之
失」

が
み
え
て
い
る 。

の
一
道
を 、

の 、
め
て
た
き
経
と
も
を
わ

を
列
挙
し
て

「
隣
ノ
家
ノ
地
餃
ハ

そ
の
礼
改
を
迫
っ

た

ノ
伯」
は

「
阿
弥
陀

既
二
目
ノ
モ
ト
マ
デ ｀
ス
リ

「
余
仏
余
経
皆
イ
タ
ゾ
ラ
物
ナ
リ
ト

テ

一
之
念
仏
上
人
誇
Js」
け
る
『
七
箇
条
起
請
文』
（『
七
箇
条
制
誡』）
の 、

特
に

辻
む」
と
し
た 。
前
掲
『
制
誡』
は 、

(14
ノ

他
方
で
は
「
弟
子
の
似
見
を
い
ま
し
め
む」
＇｛／
め
に 、
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ，こ 。

一
朝
に
み
ち
四
海
に
を
よ
ぶ」
と
い
わ
れ
る
こ
ろ

(―
二
0

に
名
を
か
り

本
顧
に

ヽ

こ
ぶ
、""'

こ
ろ

の
「
下
女」
は 、

よ
辻
て
放
逸
の
わ
ざ
を
な
す
応
の」
が 、

門
弟
の
な

ら12)

一 、

只
仙
叫
機
之
堪
不一
也 。

な
か
っ

た
の
で
あ
る 。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

下
根
の
者
＇ら
救’
い孔
る
亡
め
に
ば
そ
れ
し

か
あ
り
え」

竺
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

1,


｛ヽ一

、
、

こ
し Cし

し
力
t‘
)

0) 

人
々
にこ

ニ
の
よ
う
な
と
ぎ（
元
久
元（

ヽ
1
ヽ

ア
T
/

せ
る
ヵヽ

或
ハ

と
い
う
こ
と
で



念
仏
が 、

二

17)徒」
た
ち
に

で
闊
附
し

た
「
専
修
念
仏
の
根
本
立
場
の、

甘
え
た
放
逸
の
業
と
を 、

一

逼
の

宗
教
の
柾
史
的
性
格

の
さ
ま
た
げ
と
立
る
べ
か
ら
ざ
る
む
ね」

を

専
修
念
仏
の
一
行
を
選
取
し 、

余
行
を
選
恰
し

た
法
然
に
と
っ

て 、

残
さ
れ
た

で
は 、

怯
然
を
し
て

せ
る
こ
と
で
あ
っ

た 。

ま
た
他
方 、

そ
れ
は 、

対
内
的
に
鱈

J

の

ン）

と
の
あ
い
だ
に
は

0) 

阿
弥
陀
の
御
心
に
か
紅
ふ
ま
し
け
れ
は 、

念
仏
す
と
怠
悲
顕
に
ら
れ

と
説
示
し

て、

彼
等
の

と

近
べ
、

ま
た、

故
三
全
非二
比
仄
也 、

一
妙
行
也 、

こ
祖�
し

て 、

I‘
 

の
門
人
た
ち
の、

廓
修
原
則
の
誤
解
に

十
だ

寸
t

こ
文
ー

白

ー`

ナ
メ
タ，
l
（
i

を
と
ら
し

め
る
に
至
っ

た
動
機
は
な
に
か 。

は 、

ゆ
め
／
＼
あ
る
へ
か
ら
す 。

よ
ろ
つ
の
仕
と
け
た
ち
を
そ
し
り 、

ら
ろ
ら
ろ
の

(
15)
 

一
定
也 。

1

ヽ

ヒ

1

ノ

-

「
佃
如口
の
道
俗 、

在
家
の
男
女
の
ち
か
ら
に
て
」

興
行
す
る

に
名
を
か
り」
た
「
放
逸
の
わ
ざ」

を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
り 、

専
修
念
仏
の
原
則

i

ミerr
1

ヽ

一
帰
出刀
汀
土上

二
百
一
十
億
中
所二
選
拾一
位
行
也 、

故
云
二
孟
誓
比
校一
也 、

又
念
仏
是
本
願
行 、

に
矛
店
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る 。

し
か
し 、

田
村
円
澄
氏
も
説
か
れ
に
よ
う
に 、

(
16)
 

逆
説
的
表
現
て
あ
る
」
と
し
女
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う 。

戒
飲
す
る
こ
と
で
あ
っ

た 。

こ
う
し

允
内
外
両
而
に
わ
た
る
課
題
の
解
決
を
辿
ら
れ
た
法
然
が 、

め 、

念
仏
こ
そ
弥
陀
の
本
顧
に
適
う

妙
行
で
あ
り 、

念
仏
は

レ
J

『
間
誡』
で
は

そ
の
心
の

し
か
し

、

こ
。

て

し

戸

二
百

る
＜
｀謬
ら
ひ
そ
し

の

別
鱈
別
行
人
の
嫌
唱
を
戒
め
る
法
然
が

一
人仁一 、

若
脅
土
門
有
そ
其
志

（
―
-
九
八）

年）

に
し
て
い
る
の
で
は
た
い 。

い
う
ま
で
ら
な
く 、

法
然
ぱ

1-� 
' '--

ふ、
＇心

し、

て

こ
こ
で 、

彼
の
門
人
た
ち
の

戒
節
し

記
の
で
あ
る 。

の
ふ
か
ぎ
な
が
れ
を
く

む 、

田
都
北
京
の
学
者 、

と
の
比
較
を
絶
し

て
い
る
と
し

て

そ
れ
以
前
に

両
部
の
大
法
を
つ
に
へ
た
る 、

本
寿
本
山
の
禅

で‘

は
そ
の

の

に
対
応
す
る
た
め
の 本

願
に

『
間
誡』
の
論
旨
は

）
れ
に
絶
対
性
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る 。

そ
れ
ゆ
え 、
『
間
誡』

粋
土
門
へ
の
帰
入
を
勧

か
ひ
そ
し
り
た
ら
ん
す
る
つ
み
は

ヽ

ま
つ



ヲ
失
ヒ

る 。
そ
こ
で
は

也
宗
の

，
 

/
 

(
16)
 

担
師
ノ
教
誡

jゞ』
、

ま
す

又
担
二
岱
也 。
念
仏
ノ
行
者 、

し
て
認
め
ず 、 ー

神
託
の
意
味
ー
|ー

口

無
住
に
お
け
る

田
村
円
澄
『
法
然』
一
五一
頁

(
15)
 
前
掲(
8)
全
集
八一
0
頁

(
14)
 

(
13)
 

(
12)
 
伯
掲〈
8)
全
集
七
九
五
頁

(
8

了ー(
11
〉

(
3
0
)

ー(71)・
(
17)
|

〔

18)

仏 で
あ
る
か
ら 、

つ
ま
り 、
『
詞
誡』
の

の

エ

に
仕
か
左
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る 。

0) 

罰
波
大
学

の

そ
の
も
の
は

ニ
覧） 。

諸
宗
の
息
和
・

共
存
を
仏
教
本
来
の
あ
り

方
と
し
て

の

融
和

こ
泊
肌
し

に
0
で
ら＇攻
か
っ'{』 。

じ"'
|
］ 哲

学
二忠
包
学
系
論
集

し
た
が
っ

て 、

怯
然
が 、

念
仏
と
ぷ
行
と
の
融
相

(ls)
 

ず
る
こ
と
次
か
れ」
と
述
べ 、

他
褐（
8〕
全
集
七
八
七
頁
ー

七
八
八
頁

前
掲(
3)
『
四
十
八
巻
伝』
第
三
十一
巻
二
0一
頁
ー

ニ
0
二
頁

や
は
り

し
て 、

採
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
専
修
原
則
の

‘、りJI
 

八

C
\~

 ()ー
）

r
に
ヒ

．

、

i-
］
ト
ソ
シ
リ

/1
 

k.‘
 
fオ
ヲ

こ
み
ら
仇
る
如
く 、
法
然
に
と
っ

て 、
仏
法
と
は 、
弥
陀一
仏
の
教
瓜
で
あ
り 、

仏
点
と
は 、

打
陀

『
法
然
上
人
行
状
絵
図』
（『
四
十
八
巻
伝』）
第
三
十
二
巻
（『
法
人
上
人
伝
全
集』）
二
0
八
頁
ー

ニ―
七
頁

「
罰
立
怯
印
に
示
さ
れ
け
る
御
�」
其
二
（『
附
和
新
修
法
然
上
人
仝
集』）
七
三
三
頁

に
そ
む
け
り」
と
み
な
し
た
と
し

て
ふ 、
彼
は

「
こ
れ
を
心
訪
ず
べ
か
ら
ず 、

の
う
ち
に
龍
め
ら
九
て
い
る 。

で
あ
っ

た 。
し

か
ら 、

か
れ
を
も
そ
ね
む
べ
か

で
は
な
か
っ

た
か 。

ヲ A
、

}
Ji

 
,.�＇

 

ス
ル
人
ハ

念
仏

さ
ぎ
に
引
い
た

い
わ
ゆ
る
「
仏
怯

と
も
に
み
な
仏
法
也 。
た
が
ひ
に
似
執

C
ま'm
<

)
し、
J

『
沙
石
集』

ヘ
リ
C

是
又
如
来
ノ
方
便

に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ

に
依
拠
し
に
の
で
は
な
く

六
八

斉‘

o、

し、

の
裏
側



三
諦
の
刑
と

る
こ
の
よ
う
に 、

と
述
べ
て
い
る 。

ノ‘ ）レ

都
ハ
偏
執
我
慢

緑
和
合
ス
レ 、ハ

.B、
l 

;Lヽ

ノ<
十
日

，
去

ふ
｛

ロ
ニ
称
陀
J

ゞ
メ
ノ

為

と
述
べ 、

さ
ら
に 、

ス
Jレ
ノ‘

ノ
人 、

余
行
ヲ

の
作
者
網
住
は 、

自
己
の
宗
脈
へ
の

ノ
依
正
暦
然
ト
シ
テ 、

ヽ

こ
と
に
な
る

fE‘
 
i‘

 

。

J
、

云
フ

栢
ノ

乳

T走
廿
、

モ

ノ
星
ヵ
ぐ ー

、

、

E」

頂
竿

ノ

名
胤

椙
ヘ

ヲ

ヲ
弘
迅
ス
ル
人
ノ
中

小
勾口
愚
鈍
ノ
イ
タ
ス
所
也 。

広
ク
教
門
ヲ
学
シ

と
説
く
の
で
あ
る 。

一

遍
の

宗
教
の
歴
史
的
性
格

ず
る
こ
と
で
あ
り 、

さ
ら
に
は 、

空
仮
中

の
教
誡
に
も
惇
る 、

と
し
て
い
る 。

ま
た

ヤ
法
花
／
妙
体
ハ 、

空
・

仮
・

中
ノ

の
側
に
つ
い
て
は

粗
師
御
試
二
背
テ 、

余
行
余
宗
ヲ
ソ
シ
ル

々
ノ
万
仮
ノ
門
ヲ
説
給
フ 。

ベ
カ
ラ
ザ
ル

の
理
を
旦
伽
す
る
阿
弥
陀
仏
を
毀
る
こ
と
に
よ
っ

て 、

み
ず
か
ら
の
教
説
が
そ
れ
に
依
っ

て
立
つ
と
こ
ろ
の

の
側
か
ら
浄
土
1
の
念
仏
を
排
斥
す
る
こ
と

は

ま

す
な
わ
ち 、

浄
土
門
の
念
仏
の
側
か
ら
聖
道
門
を
非
薗
す
る
こ
と
は

ノ
徳
也 。

弥
ハ

如
来
蔵
理
ト

モ
イ
ヘ
リ 。

意
二
弥
陀
ノ
暑
心
観
ズ
。

又
念
仏
毀
事
有 。

ノ
法
限
ヲ
破
ル

。

法
眼
既
二
滅
セ
バ

ハ
、

本
願
ノ
文

ノ‘ ノ

い
ま
し
め
て

仮
ノ

（
中
略）

此

皆
阿
弥
陀
二
有
卜

釈
セ
リ 。

或
ハ
「
与
呈
聾
十
方
仏
二

功
徳

｀
竺
心
得一
（
同
前） 。

ヲ

一
ヨ
リ
テ
行
ゼ
バ

、

門
々
仏
ヲ

「
唯
除
五

そ
の
誹
誇
の
非
な
る
連
由
を 、

浄
土
門
の
人
に
つ
い
て
は 、

解
説
ノ
徳
也 。

陀
ハ

テ
後
二
念
ジ

天
台
大
師
ノ
御
意
二
背
ケ
リ 。

ヲ
窺
ル
人
ノ
中
ニ
ハ
隔
ル
心
ナ
シ 。

二
生
ズ
ベ
シ 。

、
I ー
し
ニ

ー
ーヽ
）
＇r

「

苦
n

（
中
略）

他
ノ

シ
」

ト
モ
釈
シ
テ 、

弥
陀
一

仏
ヲ
唱
ハ

、

天
台
大
師
の

四
十
八
顧
中
の
第
十
八
願
の

中
道
ノ

セ
ル
ハ
仮
也 。

此
空
仮 、

実
ニ
ハ
一
心
実
相
ノ
中
道
也 。

ヲ
以
テ
規
校
ト

ス。

因
緑
所
生
ノ
怯 、

無
自
性
ノ
故
二
縁
ヲ
カ
ル

。

ハ
先
念
ジ
テ
後
二
唱
テ 、

或
ハ

法
花
ノ
修
行
ハ

t こ
ー
し

上
翡
ノ

JI
1

 

六
九

に
説
く
弥
陀
の
名
号
を
唱
え

汗
土
教
の

法
身
常
住
ノ
寿
命
也
（
同
前） 。

――
徳
ヲ
備
へ
給
ヘ
ル
弥
陀
ナ
レ
バ

、

名
号
ノ
阿
弥
陀
ハ

モ
又
性
ナ
キ
故
二
空
也 。

ト
モ
ニ
ハ
コ
ブ 。

歩
々

三
闘
二
不＞
出 、

（
中
略）

此――
ノ

ノ
般
舟
讃
ノ
序
ニ
ハ

ノ
心
ヲ
学
テ

天
竺

愚
人

三
且
ハ

苗六
、rl
ー

衆
生
ノ
一
念
ノ
心
ニ
ア

十
方
ノ
仏
ヲ
唱
同
釈
シ
タ
リ 。

（
中
略）

況

ニ
ヘ
ド

モ 、

因

足
ヲ
フ
ム
ニ
ヨ
シ
ナ
シ 。

浄
土
門 、

何
ゾ
能
入
ノ
事
ヲ
得 。
（
下
略）
」
卜 、

釈
シ
王
ヘ
リ 。

ヲ
ソ
シ
リ 、

自
ラ
有
縁
ノ

「
釈
迦
ハ
是
父
母
也 。



）
れ
は、

追
元
が

と
述
べ
る
が、

「
宗
ゴ
ト
ニ
、

ぶ
く、

キー

筑
波
大
学

ニ

同
ズ
ル
コ
ト
ナ
ク、

是
非
偏
執
ノ
心
ヲ
止
テ、

如
況
修
行
ノ
志
ヲ
ハ

ゲ
ム
ペ
シ
（
同
前）。

さ
ら
に
彼
は、

諭
を
進
め
て、

単
な
る
偏
執
我
役
の
否
定
は、

「
吾
宗
勝
タ
リ
／
＼
」

卜、

偏
執
ス
ル
ニ
、

我
三
扉
宗
ハ

カ
リ
ゾ、

其
偏
執
ナ
キ
」

と
自
慢
し
て
語
っ
た
こ
と
を
収
り
上
げ、

此
言
ハ

糖
而
偏
帆
也。

余
宗
ハ

価
執
ア
リ
劣
也。

吾
宗
仙
執
ナ
シ、

勝
タ
リ
ト
ス
。

滅
二

仙
執
也
（
同
前）
。

と
決
め
つ
け
て
い
る
。

他
宗
に
は
偏
執
あ
れ
ど
吾
が
宗
に
偏
執
な
し、

機
ヲ
調
へ
、

是
ヲ
説
キ、

或
ハ

時
ヲ
カ、ゞ

ミ
テ、

（
第
四
巻
十
一

と
辰
開
さ
れ
る
彼
の
論
議
は、

と
息
い
こ
む
こ
と
が、

一

旦
の
偏
執
の
否
定
に
凝
滞
す
る
こ
と
応
ま
に、

を
説
く
と
こ
ろ
に、

禅
伯
無
住
の
面
目
の
発
抑
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
ら
へ
る、

す
な
は
ち
外
道
の
見
な
り。

仏
法
に
は、

修
証
こ
れ
一

等
な
り。

(
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証
の
修
な
れ
ば、

修
に
は
じ
め
な
し
。

こ
こ
か
ら
•

そ
こ
ま
で
と
区
切
ら
れ
た
起
点
も
終
点
も
な
い、

な
い
不
断
の
連
動
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え、

修
証
l

等
の
立
場
は、

不
断
の
修
行
を
炭
請
し
て
い
る
。

此
ヲ
教
へ
、

何
ヵ
浅、

論
家、

釈
家、

キ、

或
ハ

諸
法
空
有
ノ
心
ヲ
明
セ
リ。

或
ハ

五
性
各
別
ノ
義
ヲ
立
テ、

或
ハ

悉
有
仏
性
ノ
言
バ
ヲ
談
ズ
。
（
中
略）
皆
是
経
諭
ノ
実
理
也。

亦
如
来
ノ
金
言
也。

或
ハ

何
力
深
ト
モ、

是
非
ヲ
ワ
キ
マ
ヘ
ガ
タ
シ
。

彼
モ
教、

諸
宗
祖
互
の
偏
執
を
無
意
味
な
り
と
教
誡
す
る
点
で、

「
無
常
ノ
言
」）
。

抑
一

代
諸
教
ノ
中
二
、

大
莱、

小
乗、

権
教、

実
教、

顕
宗、

密
宗、

無
住
最
晩
年
の
著
作
『
雑
談
集
』

に

き、

は
じ
め
て
閲
か
れ
る
と
い
え
よ
う。

そ
も
そ
も、

我
見
・

哀
執
の
否
定
は

と
述
べ
て
い
た
の
と
あ
い
通
う
立
場
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

「
修
証
一

等
」

を
提
唱
し
て

は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

さ
り
と
て

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

『
沙
石
集
』

の
意
見
と
あ
い
通
う
の
で
あ
る
が

そ
の
ま
ま
新
た
な
偏
執
と
な
る、

さ
ら
に
続
け
て

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ヽ

つ
ま
り

偏
執

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
偏
執
の
否
定
の
否
定

無
限
の
否
定
で
あ
る
。

こ
の
否
定
は、

中
途
の
安
住
も
停
滞
も

か
く
し
て、

偏
執
克
服
の
方
途
は、

実
践
の
道
と
し
て
示
さ
れ
る
と

部
八
宗
ニ
ワ
カ
レ
テ、

義
万
差
二

連
レ
リ。

或
ハ

万
法
皆
空
ノ

旨
ヲ

説

ふ
に
た
び
伽
執
に
陥
る
こ
と
を
指
摘
し
て

是
モ
教、

七
〇

互
二

偏
執
ス
ベ
カ
ラ
ズ

（
中
略）

す
で
に
修
の
証
な
れ
ば、

証
に
き
は

二
論
宗
の
明
匠
と
評
判
の
高
い
あ
る
僧
が



取
シ
給」

う
ゆ
え
に、

極
楽
浄
土
は
「
広
大
無
辺
際
ノ

判

；
虹
郷
は

テ、

実
ニ
ハ
謗
二
成
ヲ
ャ
」
と
批
判
し

か
れ
ら
の
料
箇
の
狭
さ
を
衝
い
て

彼
は

『
沙
石
集』
（
巻
第
一
第
十
話）

で、
「
余
行
往
生
ヲ
ュ
ル
サ
ヌ
流」、

そ
れ
と
も、

無
住
の
場
合
に
即
す
る
か

と
い
う
こ
と
の
検
討
で
あ
る。

題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る。

そ
れ
よ
り
も、

と
述
べ
る
に
至
っ
て、

偏
執
克
服
の
道
が
如
説
の
修
行
と
し
て
示
さ
れ
る。

如
法
の
実
践
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
菩
提
の
証
得
が
可
能
と
な
る、

る
論
議
に
止
ま
る
限
り、

そ
れ
は、

盲
人
が
色
彩
を
論
じ、

聾
者
が
声
音
を
議
す
る
に
似
て、

偏
執
我
慢
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。

如
説
の
修
行
こ
そ、

偏
執
を
超
克
し

と
こ
ろ
で、
『
雑
談
集』
の
前
引
の
章
段
（
第
四
巻
十
一
）
「
抑
一
代
諸
教
ノ
中
二
」

以
下
「
即
諸
宗
ノ
ア
ザ
ケ
リ、

の
ま
ま
に、
『
法
然
上
人
行
状
絵
図』
（『
四
十
八
巻
伝』）
災
三
十
二
巻
に
も、

法
然
が
「
聖
覚
法
印
に
筆
を
と
ら
し
め、

旨
趣
を
の
べ
ら
れ
け
る
状
云」
と
の
前
置
き
を

半
っ
て、

ィ

現
れ
る
の
で
あ
る。

『
雑
談
集』
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
は、

三
0
五）

年
「
草
了」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら、

嘉
元
三
年
の
成
立
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

(
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で
な
く
て
は
な
ら
な
い、

と
さ
れ
て
い
る。

そ
う
す
る
と、

両
者
間
の
成
立
年
時
に
は
約
七
十
年
の
隔
り
が
あ
る
こ
と
に
な
り、
『
四
十
八
巻
伝』
の
作
者
舜
昌
が、
『
雑

談
集』

を
引
用
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
し、

あ
る
い
は、

別
に
独
立
の
一
本
が
あ
っ
て、

ま
ず、

無
住
の
場
合。

「
慈
悲
広
ク
シ
テ 、

万
行
万
善
ヲ
修
ス
ル
人
ヲ
モ
迎
卜
」
る
ゆ
え
に、

伽
陀
は
「
余
仏
ニ
モ
肪」
れ
て
い
る
の
で
あ
り、

一

通
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

と
い
わ
れ
る
の
記、

て、

菩
提
の
証
果
に
至
る
道
で
あ
る、

と
さ
れ
て
い
る。

ケ
ぃ

互
ニ
キ
タ
ル
（
同
前）。

ノ
如
ク
修
行
セ
ハ、

皆
悉
ク
生
死
ヲ
過
度
ス
ベ
シ。

法
ノ
如
ク
行
ゼ
ハ、

一

方、

ト
モ
ニ
同
ク
菩
提
ヲ
証
得
ス
ベ
シ。

修
セ
ズ
学
セ
ズ
シ
テ、

但
徒
二
是
非
ヲ
論
ズ
レ

バ
、

目
シ
ヰ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
、

色
ノ
浅
深
ヲ
論
ジ、

耳
シ
ヰ
タ
ル
者
ノ、

声
ノ
清
褐
ヲ
イ
ハ
ム
ガ
如
シ。

適
一
法
二
趣
テ、

そ
の
第
一
巻
•
第
七
巻
の
奥
書
に
嘉
元
二
（
一
三
0
四）

七

ヲ
モ
接

）
こ
で
は、

そ
の
問

功
ヲ
ツ
マ
ム
ト
ス
レ
バ
、

即
諸
宗
ノ
ア
ザ

と
い
う
の
で
あ
る。

単
な

互
ニ
キ
タ
ル
」
ま
で
は、

『
四
十
八
巻
伝』
の
成
立
は、

応
安
六
(
-
三
七
三）

年
二
月
以
前

両
者
が
そ
れ
に
依
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
も
す
る
が、

い
ま
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は、

前
引
の
章
段
が、

そ
の
思
想
内
容
に
お
い
て、

法
然
の
場
合
に
即
す
る
か、

つ
ま
り、

弥
陀
一
仏
へ
の
帰
依
を
説
く
専
修
念
仏
の
徒
に
つ
い
て、
「
弥
陀
ヲ
讃
二

似

「
弥
陀
ヲ
モ
ホ
メ
ソ
コ
ナ
ヒ
テ
侍
ニ
ャ
」
と
嘲
笑
ま
じ
り
の
非
難
を
浴
び
せ
る。

こ
の
批

「
草
了」

「
余
教
余
宗
ヲ
習
フ

と
す
る
無
住
の
阿
弥
陀
仏
観
・
極
楽
浄
土
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る。

と
あ
り、

最
終
巻
第
十
巻
の
そ
れ
に
嘉
元
三
（

ほ
と
ん
ど
一
字
一
句
そ



住
に
即
す
る 、

と
い
え
そ
う
で
あ
る 。

も
ち
ろ
ん

あ
っ

た 。

経
五
型
神
呪
ニ

(『
選
択
集』） 、

す
な
わ
ち 、

、
文
'
5

,
し_

｀

こ
↓
ー

ィ`
Hi

仏
名―
」

経
疏』
を
披
閲
し
た
と
ぎ
の
法
然
は

周
知
の
よ
う
に 、

『
選
択
集』
は 、

善
尊
の
『
観
経
疏』
を
も
っ

て

無
住
の
こ
の
伽
陀
観
こ
注
土
観
と
怯
然
の
そ
れ
と
の

つ
ぎ
に 、

法
然
の
場
合 。

筑
波
大
学

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

（『
選
択
集』）

す
る
な
り
と
し 、

造
□
余
善
麟
之
人」
の
と
こ
ろ
で 、

る 。

阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
が
広
大
無
辺
際
で
あ
る
の
は 、

以
上
に
み
た
無
住
・

法
然
両
者
の
思
想
の
比
較
に
よ
っ

て 、

こ
れ
を
法
然
の
思
想
表
現
と
し
て
み
る
こ
と
も 、

『
雑
談
集』
と

か
い
か
に
大
で
あ
る
か 、

も
は
や
汎
明
を
嬰
し
な
い
の
で
あ
る
が 、

法
然
が 、

）
れ
を

そ
の
『
選
択
集』
に
お
い
て 、

「
称
名
雑
行」
を
釈
し
て 、
「
除
i

i

上
称二
弥
陀
名
号
己」
外 、

称二
自
余一
切
仏
翌
闊
等
及
諮
且
天
等
名
号一 、

悉
名ーー
称
名
雑
行―
」
と
述
べ 、

厳
格
に
弥
陀
の
名
号
を
称
え

る
こ
と
の
み
を
称
名
念
仏
と
規
定
し
た
こ
と
は 、

確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
衣
い 。

い
。

こ
れ
に
対
し
て
法
然
は 、
「
正
雑
二
行
中
且
犀
諮
雑
行
玉迅
応
に
加
l

「
是
四
方
指
酎 、

行
者
目
足
也」
と
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る 。
は
じ
め
て
『
観
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「
感
悦
髄
に
徹
り 、

落
涙
千
行
な
り
き」
と
い
う
紅
ど
で
あ
っ

た
が 、

彼
に
お
け
る
称
名
念
仏一
行
へ
の
徹
底
の
度
合
い
は 、

は

る
か
に
善
迎
を
越
え
て
い
た 。

す
な
わ
ち 、

苦
祁
の
『
観
経
疏』
で
は 、
「一
心
専
念
弥
陀
名
号」
を
往
生
邪
土
の
た
め
の
「
正
定
之
業」
と
名
づ
け 、

礼
拝・

ヽ

ヽ

（
四
）

「
助
業」
と
し 、
「
除――
此
正
助
二
行
己」
外
自
余
諸
善
悉
名
i

l

雑
行
こ
づ
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら 、

礼
拝
•

読
踊
等
は 、

も
と
も
と
「
帷
行」

、
、
、
、

一 、

欲＞
伯――
於
正
行一
正
DjJ
ニ
業
中
猶
傍二
於
助
業
玉塵
応＞
専
l

-

善
導
に
お
い
て
は
結
合
し
て
い
た
「
正
劫
二
行」
の
な
か
か
ら 、
「
正
定
之
業」
を
分
離
さ
せ
る 。
し
た
が
っ

て 、

い
ま
だ
行
者
の
自
由
裁
量
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
記
が 、

怯
然
で
は 、

も
は
や
称
名
念
仏
の
一
行
の
み
に
限
定
・

集
中
さ
れ
る
の
で
あ
る 。

『
興
福
寺
奏
状』
が 、

専
修
念
仏
の
失
の
策
二
と
し
て
挙
け
た
「
図二
新
像ー
失」
で 、

る
よ
う
に
描
か
れ
た
摂
取
不
拾
曼
陀
羅
の 、

排
他
性
を
非
難
し
た
の
を
み
て
も 、

の
た
め
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る 。

法
然
に
お
け
る
弥
陀
の
本
顧
は 、

阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
光
明
が 、
「
顕
宗
学
生
真
言
行
者」
や
「
持二
渚

彼
等
を
照
射
す
る
こ
と
を
回
避
し 、
「
唯
忠
修
念
仏一
類」
の
み
を
直
射
す

無
住
の
極
楽
浄
土
観
は 、

法
然
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
径
庭
の
甚
し
い
こ
と
が
知
ら
れ

な
に
よ
り
も
ま
ず 、

末
法
の
時
節
に
お
け
る

屈
折
し
た
り

反
射
し
た
り
し
て

「
貧
窮
困
乏
類 、

愚
鈍
下
智
者 、

少
聞
少
見
紐、

破
戒
無
戒
人」

念
仏
の
一
行
に
よ
る
ほ
か
に
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
機
根
劣
忍
の
凡
夫
の
救
済
の
た
め
で
あ
っ

て 、

余
教
余
行
を
修
す
る
こ
と
の
可
能
な
人
々

こ
の
よ
う
な
凡
夫
を 、

本
来
的
な
真
正
の
対
象
と
し
て 、

救
済
す
る
た
め
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で

『
四
十
八
巻
伝』
と
の
両
方
に
み
ら
れ
る
仏
教
諸
宗一
致
諭
は 、

法
然
よ
り
も
む
し
ろ
網

不
可
能
で
は
な
い 。

上
述
の
「
逆
説
的
表
現」
と
し
て 、

七

善
郡
で

一 、

正
定
之
業
者
即
是
称

と
は
み
な
さ
れ
て
い
な



裟
ぞ
r
文

fl
t
ー

な
か
で

七
巻

立
論
の
根
底
に 、

弥
陀
の
本
願
へ
の
絶
対
的
帰
依
が
あ
り 、

念
仏
一

行
の
主
体
的
選
択
が
あ
る
の
に
対
し 、

無
住
の
場
合
は 、

台
と
す
る
祖
対
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

そ
の
事
情
は 、

「
礼
儀
事」）

と
い
う
よ
う
に

I

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う 。

齊
提
訴
得、

い
う
「
説
ノ
如
ク
修
行」

す
る
こ
と
は

此
の
教
法
の
浅
深
・

優
劣
・

是
非
の
論
議
が
間
題
で
は
な
く

い
記
よ
う
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
は 、

さ
き
に
挙
げ
た

そ
れ
で
は 、

渚
教
諸
宗
の
終
厨
の
帰
一

点
は

と
あ
っ

て

無
住
は

い
ず
れ
に
せ
よ

J

こ

五
巻
二
「
天
運
之
事」）

に
は

愚
老
律
学
ノ
事
五
六
年 、

に
彼
の
記
す
八
幡
神
の
託
宣
の
内
容
を
み
る
と
き 、

明
ら
か
で
あ
る 。

無
住
の
思
杞
に
は 、

法
然
の
そ
れ
に
は
あ
っ

た
「
専
修」

と
い
う
中
核
が
認
め
ら
れ
な
い

。

両
者
と
も
に
諸
宗
一

致
を
祝
い
て
も 、

法
然
の
場
合
は

熊
住
自
身 、

晩
年
に
至
っ

て 、

七

J

の
際 、

無
視
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う 。

い
う
ま
で
も
な
く

八
幡
神
は 、

そ
の
託
宣
の

は 、

諸
宗
の
教
理
や
彼

ノ
学
欣一＿
慕
類
学
密
教一 、

間二
禅
門一

。

晩
学
ノ
故
二

、

不＿―-
何
宗
得二
其
意一

。

然
ド

モ
大
網
間＞
之 。

依二
此
因
縁二
0

同
ク
信
ジ 、

別
シ
テ
宗
鏡
録
叫
教
和
会
佃
竺
偏
執
五虞
多
年
愛
ス

。

既
二
何
ノ
宗
モ
如＞
此 。

学
行
無
実 、

但
無＿一
偏
執
心 lo

と
言
切
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も 、

う
か
か
え
る
で
あ
ろ
う 。

さ
ら
に 、

彼
の
「
八
宗
兼
学」

的
傾
向
は 、

仏
教
の
範
囲
を
越
え
て 、

外
典
に
も
及
ぶ 。

孔
子
ノ
五
常
ハ
仮
締 、

戒
門
ノ
方
便
也 。

老
子
ノ
虚
飢
ハ
真
誦 、

禅
ノ
方
便
也 。

荘
子
ハ
実
相 、

中
道
ノ
方
仮
也 。

（
四）

・
道
•

仏
三
教
一

政
論
を
況
く
主
で
に
至
っ
て
い
る 。

こ
れ
を
承
け
て
さ
ら
に
い
え
ば 、

法
然
は 、

主
体
の
決
断
を
賠
け
て 、

弥
陀
一

仏
に
約
幻
的
に
帰
依
し

た
が 、

集
住
は 、

自
身 、
「
一
々
ノ

仏
前
ニ
―
―

礼
ス
」
（
戸
卯

一
遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

並
列
す
る
団
教
諾
宗
の
お
の
お
の
を 、

偏
執
の
心
な
し
に
遍
学
・

修
行
し 、

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る 。

一

体 、

な
に
に
よ
っ

て
指
ぷ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
れ
は
神
意
に
よ
っ

て
指
示
せ
ら
れ
る 、

「
只
一

心
ニ
ッ
ト

ム
」

る
こ
と
が
出
離
生
死
の
要
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た 。

『
沙
石
集』

で
は 、

宗
派
の
別
に
執
わ
れ
ず
「
只
一

心
ニ
ッ
ト

ム
」

る
こ
と
で
あ
っ

た 。

し
か
し 、

「
我
本
地
ハ
阿
弥
陀
ナ
リ

」

と
述
べ
て 、

自
身 、

阿
弥
陀
仏
の
垂
迩
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
か
ら 、

阿
弥
陀
仏
で
あ
る 。

仏
本
神
迩
の
閲
係
に
お
け
る
八
幡
神
の
位
四
に
変
更
は
な
い

。

八
幡
神
は 、

出
離
生
元
の
適
が 、

直
接
的
に
は 、

神
託
と
し
て
指
示
せ
ら
九
て
い
る
こ
と
の
意
味
は 、

諸
教
諸
宗
の
帰
一

す
る
と
こ
ろ
を
求
め
た 、

ヽ

つ
ま
り

如
法
の
修
行
を
説
く
本
体
は 、

『
雑
談
集』
（
第
一

巻
十
四
「
三
学
事」）

で

三
学
ノ
諸
宗

『
雑
談
集』

と
無
住
は
考
え
て

『
雑
談
集』

に

い
わ
ば
阿
弥
陀
仏
の
代
弁
者
で
あ
る 。

そ
九
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

仏
道 ヽ

と
し

（
第

い
わ
ゆ
る
「
八
宗
兼
学」

的
な
教
養
を
土



(
19
)
 

等
と
並
ん
で 、

神
道」
の

心
ニ
モ
叶
べ
」

あ
る 。
し
た
が
っ

て 、
そ
の
よ
う
立
無
住
が

、｛」 。
—
|

熊
住
は

仏
伽
で
あ
る
と

ノ
光
明
ヲ
蒙
ラ
ン
行
人
ヲ
ハ 、

神
切
モ

こ.,
 0) 

の
伐
に
な
っ

て 、

『
正
法
眼
蔵』

ぽ
王
は 、

も
と
も
と

g舟！ー
、)
ふ�

 の

J.l
じ

筑
波
大
学

こー
`
'
,
�
＇

 

（
同
前）
し
と
述
べ 、

仏
道
と
の

J

の

つ
ぎ
の
よ

一
般
的
思
想
傾
同
を
例
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う 。

そ
の

そ
の
た
め

ら
れ
る 。

に
だ
け
み
ら
れ
る
の
は

で
も
あ
る 、

「
神
威
ノ

の

と
こ
ろ
で 、
さ‘ゃこ
に
応
み
た
辿
り

の

と
ま
っ
た
鶯
が
「
神

て
い
る 。

1
汗
土
宗
の

0) 

わ
ち 、

法
然
・

ー
、

r

-れ

).
1
 

f
9
召
J

ー

，
 

C-r
 

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

に
つ
な
が
る

だ
と
い
う
の
で

か
実
際
は
神
認
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
『
沙
石
集』
の
垢
合
も 、

i
)
lし

附
ま、

と
甘7ー;
|J
fq
f

(-
―
七
三
—
ー―

二
六
二）
を
は
じ

め 、

11
し
ま、

ー
礼

、
ー
又
）

三
カ
0

、
0

、

C
)

ー

ネ

1ヽ
9

こ119
‘
T
ーし

し

え
る
本
姐
聾
迦
読
か 、

仏
教
阿
部
に
滲
透
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る 。

「
我
朝
ニ
ハ 、

に 、

度
会
行
忠
(―
二
三
六
ー
|ー一

三
〇

(25)
 

「
釈
無
住」
と
あ
る
の
応 、
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る 。

と
い
う

多
面
的
性
格
を
担
う

側
住
の
よ
う
な
息
想
家
が 、

す
で
に
こ
の
時
伐
に
現
れ
て
い
る 。

上
巻）
七
三
七
頁

i ＇ こ

こ
の
よ
う
な
時
伏
息
剤
を
う

か
が
う
に
足
る
と
思
わ
れ
る
例
可い
と
し
て 、
『
沙
石
集』

力
刈
シ
給
フ
ベ
キ」
と
う
そ
ぶ
い
て
い＇｛』
か 、

和
光
ノ
神
明
マ
ヅ
跡
ヲ
匪
テ 、

[_ 

ドこ

の
融
和
は
神
，認
に
応
適
う 、
と
い
う

見
方
で
あ
る 。

(―
二
六
三
|
_―

三
三，
乳）

‘‘
 
ラ
サ
ル
由
ヲ 、

人
二
例
セ
ン
ト
ノ

(

24
)

 

の
法
息
を
嗣
ぐ
禅
倍
で
は
あ
っ

た
が 、
ま
た 、

神
威
を
軽
祝
せ
ず 、

人
ノ
荒
キ
心
ヲ
和
ゲ
テ 、

仏
法
ヲ
信 、ス
ル
方
便
ト
シ
タ
マ
ヘ
リ」

（『
沙
石

太
神
宮
御
事」）
と
い
っ

て 、

本
地
畢
迩
説
を
と
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う 。
さ
ら
に 、

彼
は 、
「
誠
シ
ク
仏
道
ヲ
信
ジ
行
セ
ン
コ
ソ 、

太
神
宮
／
御

に
お
い
て 、

伊
勢
太
神
宮
の
神
意
を
弧
調
し
て
い
る 。
こ
れ
を
み
れ
ば 、

彼
の
名
が 、

の
で
あ
る

こ
れ
を
陰
附
師
に

一
の

と
し
て
い
る 。

度
会
家
行
(―
二
五
六'
|
ー一

三
六
二）

「
神
道
系
図」
の
「
伊
勢

允
こ
と
は 、

以
上
に
応
み
て
き
た
辺
り
で

込
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
ろ 、
そ
の
陰
陽
師
が
即
死
し

ま
応
紅
く
悪
性
の
病
気
に

っ
て
死
に 、
や
が
て
そ
の
母
も
病
に
什
れ
た 。
彼

怯
然
に
ら
佃
仕
に
も
共
迎
し
て
あ
っ

応
が 、

法
然
の

適
元
な
ど 、

鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
の
多
く
は 、

在
来
の
本

た
允
仏
法
を
側
面
か
ら
擁
設
す
る
守
詭
神
の
地
位
に
置
か
れ
る
に
止
ま
っ

て
い
た
が 、

鎌
倉
後
期
に
至
っ

て 、

罰
仏
教
の
流
れ
を
汲
む
浄
土
教
系
統
で
応
禅
宗
系
統
で
§0 、

神
祇
不
廿
の
原
則
は
間
れ
始
め 、

神
祇
を
本
地
た
る
仏・

ノ
人
神
明
ヲ

こ
の
よ
う
な
時
伏
の

を
み
る
と 、

か 、

所
領
門
の
神
田
の
余
田
を
私
に
占
有
し 、

社
仰
や
神
官
に
呪
咀
さ
れ
る
と 、

の
こ
の
相
迅
は 、

時
伐
の
批
移
に
伴
う

仏
教
側
の
神
祇
歓
の

七
四

の

そ
こ

ー
乙

ドこ

に
は
み
ら
れ
ず 、
無
住



彼
の
『
播
州
法
語
集』
に

観
し
た°
ー
—ー

い。

1
な
お

あ
る。

一
遍
は

(
24)
 

(
25)
 

(
23)
 
ぶ
乞

(
21)
 

(
20)
 

ま
さ
に

前
掲(
24)
九
0
七
頁

な
り」
と
し、
軽
々
し
く
三
教
の
一
致
を
説
く
の
は

「
い
た
づ
ら
に
仏
道
を
軽
忽
す
る」

田
村
円
澄
『
法
然
上
人
伝
の
研
究』
第一
部
第
三
章
「
法
然
伝
の
系
譜」
四
八
頁

「
聖
党
法
印
に
示
さ
れ
け
る
御
詞」
其
二
（『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集』）
七
三一＝
頁

「
正
宗
分
散
善
義」
巻
第
四
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経』
第
三
十
七
巻）
二
七
二
頁
中

紐
住
と
は
そ
の
宗
派・
法
系
を
異
に
す
る
と
は
い
え、
同
じ
く
姐知国
で
あ
っ
た
道
元
は、
仏
教
の
立
場
か
ら、
伍・
道
両
家
の
思
想
の
限
界
を
指
摘
し
て、

か
に
聖
人
の
視
聴
を
天
地
乾
坤
の
大
象
に
わ
き
ま
ふ
と
も、
大
聖
の
因
呆
を一
生
多
生
に
あ
き
ら
め
が
た
し。
わ`、つ
か
に
身
心
の
動
枠
を
無
為
の
為
に
わ
ぎ
ま
ふ
と
も、
尽
十
方
界
の

真
実
を
熙
尽
際
断
に
あ
ぎ
ら
む
べ
か
ら
ず」
（『
正
法
限
蔵』
第
四
十
七
「
仏
経」

訓
あ
り、
修
練
あ
り」
と
す
べ
く、
未
だ
「
仏
経
の
奥
玄」
を
究
め
ぬ
者
が、
迂
閲
に
孔
老
の
教
え
に
近
づ
く
な
ら
ば、

っ
て
「
訪
孔
老」
と
も
な
る
〈
同
四―
―
頁
ー
四―
二
頁）、
と
い
う
の
で
あ
る。

『
読
史
備
要』
九
四
0
頁

そ
こ
で、

一

遍
と
神
道
思
想

こ
の
よ
う
な
時
代
息
潮
の
な
か
に、

ま
ず
第一
に、

七
五

一
九
七
七
年
三
月
号）

に
お
い
て
概

『
這
元
祁
師
全
集』
上
巻
四―
―
頁）
と
述
べ、

「
杜
捩
の
狂
者」
の
「
胡
説
乱
道」
に
す
ぎ
ぬ、
と
断
言
す
る。
ま
た、
孔
老
に
も
「
教

位・
道
の
説
に
す
ん
な
り
と
空
仮
中
三
諦
の
哩
を
配
し
て
三
教一
致
を
説
く
側
住
と、

深
癖
に
仏
教
の
立
場
を
買
徹
し
て
三
教一
致
を
斥
け
る
道
元
と、
こ
の
両
者
の
相
遮
は、
し
か
し、
ま
ず
第一
に、
彼
等
の
生
き
た
時
代
の
相
進
を
背
猥
と
し
て、
理
解
さ
れ
る
べ
ぎ

で
あ
ろ
う。
こ
こ
に
逆
元
の
例
を
引
い
た
の
は、
こ
れ
に
よ
っ
て、
無
住
と
そ
の
時
代
の
思
想
史
的
性
格
を
際
立
た
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た。

そ
し
て、

前
章
と
の
閾
連
で
い
え
ば、

熊
住
の
よ
う
な
思
想
家
の
同
時
伏
者
と
し
て、

登
場
し
て
く
る
の
で

一
遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格
を
考
祭
す
る
に
あ
た
っ
て、

彼
の
宗
教
と
神
祇
信
仰
な
い
し
神
道
思
想
と
の
内
的
閲
迎
を、

取
り
上
げ
て
み
た

こ
の
点
に
つ
い
て
は、

別
稿
「
鎌
倉
仔
土
教
の
神
祇
観
—
ー
l

-

『叫
教
学
を
中
心
に
ー_
|」
（
店
波
暑
店
『
息
想』

熊
野
の
本
地
は
弥
陀
な
り。
和
光
同
塵
し
て
念
仏
を
す
A
め
給
は
ん
為
に
神
と
現
じ
給
な
り。
故
に
証
誡
殿
と
名
け
た
り。

是
念
仏
を
証
誡
し
給
ふ
な
り
（
三
二）。

一
遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

厳
格
か
つ

「
両
頭
と
も
に
あ
ぎ
ら
か
な
ら
ざ
る」
こ
と
に
な
り、
か
え

「
こ
れ
を
み
だ
り
に
一
揆
に
靡
ず
る
は

「
孔
老
の
教
は、
わ
づ



一
遍
は 、
専
修
念
仏
の

と
あ
っ

た。 専
仰二
神
叫
威

一
這
か

,_ ・:0-
⇔、

.} -
Jヽ

そ
。

、

、
こ。

し
て
し ，了

し
た
が
つ

て

と
り
な
が
ら
も 、

こ
う
）
こ
う
こ

,｝j‘
,r
ー

0 ,
）・、1

X5

l,9

と
い
う
ら
の
で
あ
り

J

こ
こ
は

(27)
 

- 。
闊二
命
終
詞
更
勿＞
怠 。
商
者
吾
乃
擁
殴
常
但
不レ
妻
這
場一 。
汝
必
勿＞
忘＞
吾 。
吾
邪
永
不＞
忘＞
汝 ゜

ヽ
＼ふ

り

と 、
ま
こ
と
の
心
を
も
っ

て

と
は
か
＼
る
神
明
に
祈
り
巾
べ
ぎ
な
り

9ー！
う

「
し
こ
7
↓

ー

＇
 せ

ら
れ
た
神
恢
は

対
す
る

ず
る
彼
の

ヽ

と
欠
く

ヽ ，ー＇

こ
＇

と
あ
る
の
は

ゞ
し

此
多
く
の
神
砥
の
衣
か
で
応 、

0
神
叫」
の
よ
う
な

し
か
し 、

彼
は 、

念
仏
砂
化
の
た
め
の

支
）
J

、
こ～
ニ
ム
く―i r_

)

つ
し
こ

且刈
〇
中ぶ
し
f
{
｝
i,1 ，オ，1 ，了

、

韮
野
本責
只〗
本
地
仏
を
阿
愧
陀
仏
と
し 、

熊
野
0

、

彼
白
月 、

い
え
と
い
う
『
時
衆
閏
誡』
の

（
熊
野
神）
と
汝
（

た
こ
と
を
も
っ

て 、
そ
の
神
叫
の

3
、
、
-
；‘
‘
-t止也
｝、「又

こ

C

J
)

•‘

じ
t
:、
l'
［

j{i
 

ー、
中「
し-

-Iふバ
カ
→，
4L.
)
”

一
遍
か 、
本
地
凧
迩
況
〇

こ
ャ：
し
ご 、

列
の

ー

ぐ44
l

ll

（『

覧
波
大
学

哲
学・
息
想
学
系
論
艇

ニ
の
よ
う
に
神
祇
と
緊
密
に
鈷
び
つ
き 、

本
地
畢
迩
説
を
受
け
容
九 、

神
仏
習
合
を
信
仰
の
土
台
に
揺
え 、

神
祇
信

る
‘

 
し、

こ
し
C

,
t

)
 

ヽ

に
も

と
の

一
切
衆
生一
故
勧
元
誓辿
念
仏一 〇

-
）
と

O) 

の
も
0
と
し
て
信
仰
し
に
こ
と
を 、

叫
か
す
も
の
で
あ
る。

（
訴
戸
旦四
国)
/
崖
次 、

行
く
先
々
て 、

の
を
こ
り
た
し

か
な
ら」
ざ
る
神
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
し

か
し 、

し
ゆ
へ
に 。
本
地
〇

そ
の
土
地
の
神
叫
と
応
結
緑
し
て
い
る。
し

か
も 、

そ
の
出
白
允
る
河
野
氏
の
氏
神
三
島
川
神
（
大
山
祇
神
社）
に
対
し
て
は 、

に
し
て
堅
囚
紅
人
格
的
結
合
の
す
が
た
を 、

如
実
に
み
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う 。

る。

の
板
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。

の
正
面
に
札
を
打
っ

て
い
る。
こ
の
よ
う
に

こ
立
→

て 、

阿
併
陀
仏
と
煎
野
神
と

(!) し
」

の
一
遍
に
対
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
左
謳
り

か
け
で
結
ば
れ
て
い
る。
そ
れ
は 、

ー
疇1,
1、

l.、ik

:<il1.. .y,
.こ

/
）

了＇
ー

じゞ
l
)
1ー
1，
ー、
）
l

nlJハ
凰
g
府
心
し
U
L
じ
閃
り，3

（『
汀打
悶月』
―
i

く 。
利
生
の
悲
顧
あ
ら
た
な
る
応
の
な
り」
と
い
っ

て

ぐ
こ
ー，
7‘

て
闘
f,
11
ノ

て
る
平
安
帆
以
来
〇

で
あ
っ

に
か
ら 、
な
か
に
は 、
た
と
え
げ
淡
毘
二
り

•一
r)lー
、

lを
1
1

『

f

と
='i,
j
'j
"'

る
J

し

。
唯
勧二
壬閏
鼎
阿
弥
陀
仏―

一
遍
は
格
別
の

一
直
は 、

在
地
の
人
々
が

り
伝
統
に
山
来
す
る
も
の
で
あ
り

()・ー）

ノ ｀ヽ

一
遍
は

i
o

 

な
甘

の
そ
の
神
叫 t欝

�
�廿

「

一
遁
に
よ
っ

て

こ
れ
を
軽
ん

^-「且
）
ビジr
Il

こ

一�
叶
0 ・
打
iii阻
れ＇，＇ —

ヽ
b

ャ
入

こ,' 
,
9:
 



対
し

か
に、

神
祇
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
に
迷
っ
て
い
た
の
に
反
し

あ
り

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は

一

遍
の
信
仰
が

色
と
な
す
（
九
六
頁
ー
九
七
頁）。

仰
を
肯
定
し
た
。

こ
の
点
に、

餃
の
浄
土
教
の
特
色
が
発
抑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
に
先
行
す
る
浄
土
教
徒
法
然
・

親
鸞
は、

専
修
の
原
則
に
浴
っ
て、

神
祇
を、

単
に
仏
法
の
守
設
神
と
し
て、

仏
法
の
脇
に
位
置
づ
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
特
色
を
示
す
一

遍
の
教
学
に
関
し
て、

宮
地
直
一

著
『
神
祇
史
大
系
』

は、

神
祇
信
仰
と
「
（
鎌
倉
仏
教
の
）

新
宗
旅
と
の
交
渉
」

を
取
り
扱
う
章
で
、

浄
土
宗
よ
り
分
派
せ
し
に
時
宗
あ
り、

開
山
智
真
（
一

遍
上
人）

は、

伊
予
の
大
三
島
の
氏
人
河
野
氏
よ
り
出
で
ヽ

頻
る
敬
神
の
念
に
富
み、

熊
野
を
始
め
諸
国

の
な
が
ら、

一

這
は、

垂
跡
形
を
主
と
し
て、

の
浄
土
教
が、

「
宰
ろ
進
ん
で
神
祇
に
融
合
し
た
こ
と
は、

一

逼
自
身、

の
宗
教
の
思
愁
史
上
の
特
色
を
み
る
こ
と
に
つ
い
て、

一

遍
の

宗
教
の
歴
史
的
性
格

の
霊
神
霊
仏
を
遍
歴
せ
し
間、

熊
野
に
詣
で

七
七

の
で、

白
己
の
教
理
に
関
す
る
体
系
的
蒋
述
を
遺
さ
な

い

切

一

逼

の
神
励
に
よ
り
て
立
教
せ
り
と
い
ふ
を
此
の
一

派
な
り
と
す。

同
じ
く
本
地
の
阿
弥
陀
仏
な
る
に
起
因
せ
る
も

本
地
と
の
間
に
隔
て
を
お
く
こ
と
な
く、

又
配
札
に
よ
り
て
結
縁
の
方
途
を
詣
じ、

社
家
の
間
に
感
化
を
布
き
し
を、

「
本
地
の
阿
弥
陀
仏
な
る
に
起
因
」

し
な
が
ら
も、

特
に
「
垂
跡
形
を
主
と
し
」

た
点
に
つ
い
て、

神
道
家
の
側
か
ら

の
評
価
を
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り、

浅
山
円
祥
氏
も
説
く
よ
う
に
、
「
（
鉗
倉
朗）

新
仏
教
の
傾
向
が、

殊
に
浄
土
教
家
が
神
祇
に
遠
ざ
か
ら
ん
と
し
た
の
に
反
し
」、

(
29)
 

日
本
神
祇
史
上
か
ら
も
再
認
讀
さ
る
べ

き
事
柄
で
あ
る
」

と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、

(
30)
 

そ
の
裏
面
に
あ
る
神
仏
相
関
の
権
現
息
屈
を
抜
い
て
考
へ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
」

と
の
指
摘
は
正
当
で

「
こ
れ
を
無
暗
に
神
傷
念
仏
と
い
っ
て
神
と
念
仏
と
を
結
び
つ
け、

い
わ
ゆ
る
「
仏
本
神
迩
」

を
原
則
と
す
る
本
地
亜
迩
説
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ、

彼
に
先
行
す
る
浄
土
教
家
た
ち
が、

自
己
の
教
理
の
な

に
拠
っ
て
立
諭
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ

た
。

し
か
し、

一

逼
が
す
す
ん
で
神
祇
と
閻
合
し、

「
我
法
門
は
熊
野
の
御
夢
想
の
口
伝
な
り
」
（
前
出
）

と

一

遍
の
浄
土
教
が、

本
地
垂
迩
況
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
登
場
し
た
の
で
あ
り、

っ

応
こ
と
は、

傾
聴
に
値
し
よ
う。

す
な
わ
ち、
「
浄
土
宗
芯
教
団
に
は
最
初
か
ら、

神
祇
に
対
す
る
教
学
の
原
則
と、

現
実
の
信
仰
か
ら
生
ず
る
矛
盾
が
あ
り、

(
31)
 

ど
の
よ
う
に
止
揚
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
課
題
が
あ
っ

た
」

と
こ
ろ
へ
、

わ
れ
わ
れ
は
い
さ
さ
か
も
圏
此
す
る
必
要
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
死
を
前
に
し
て、

所
持
し
た
筈
筑
等
一

切
を
み
ず
か
ら
焼
却
し
て
い
る
（
『
聖
絵
』

第
十
一
）

か
っ

た
。

暦
応
元
(
-

三
三
八
）
年
に
法
燈
を
相
続
し
て
遊
行
上
人
と
な
っ

た
七
祖
託
何
は、

(
32)
 

の
大
網
を
し
め
そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
」、

『
器
朴
論
』

を
著
述
し
た
が、

「
や
や
も
す
れ
ば
明
確
を
欠
く
と
い
う
そ
し
り
を
受
け
て
い
た
時
宗
教
学
に

上
述
の
よ
う
左
事
情
に
よ
り、

託
何
は、

『
器
朴
論
』

に
お
い
て、

「
意
外
に

そ
の
特

そ
れ
を

こ、
しl"‘

そ
こ

良
ノ’
ー

そ
の
蒋
述
に
あ
た
っ
て
は、

宗
祖
一

遍
の(33)

 

に、

し
か
も
正
確
に
一

遍
の
思
想
を
継
承
し
た
ら
し
い
」



J

れ
に
後
続
す
る
段
落
で

号
す
る
の
で
あ
り、

『
器
朴
論
』

は、

一
也
」

と
あ
り、

と
あ
っ
て、

と
こ
ろ
で、

記
』

の
「
意
見
は

も
の
と
説
明
し
て
い
る
。

、

。

と
し

ぅ

『
器
朴
論
』

は

（
中
略）

良
会
家
及
び
慈
逼
の
訊
よ
り
出
」
（
前
掲
書

筑
波
大
学

先
引
の
条
に
よ
っ
て
み
る
限
り
で
は、

度
会
神
道
流
の
神
本
仏
迩
の
立
場
を
と
る
か
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が

『
神
皇
正
統
記
』

に
み
ら
れ
る
祝
房
の
思
想
は

（
＿

二
九
三
—
ーー
一

三
五
四
）

の
『
神
皇

大
日
本
国
は
阿
弥
陀
の
本
国
に
他
な
ら
な
い

と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち、

よ'.-）、7 

r

』

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

天
照
大
神
は
日
神
で
あ
り、

延
元
四
年
は
一

三
三
九
年
で
あ
る
。）

に
応、

―
―

頁）

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て、

度
会
神
道
の
説
と
あ
い
通
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

事
実、

我
神、

大
日
／
霊
ニ
マ
シ
マ
セ
バ
、

明
徳
ヲ
モ
テ
照
臨、
ソ
給
コ
ト
陰
陽
ニ
ヲ
キ
テ
ハ
カ
リ
ガ
タ
シ
。

冥
顕
ニ
ッ
キ
テ
タ
ノ
ミ
ア
リ。

こ
こ
に
い
う
「
大
日
」

は
大
日
如
来
を
意
味
す
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

る
。

宮
地
直
一

著
『
神
祇
史
大
系
』

は、

鉗
倉
後
期
に
興
隆
し
た
度
会
神
道
に
つ
い
て、

年
不
詳）

の
神
本
仏
迩
の
思
想
を
取
り
上
げ、

そ
の
特
色
を、

つ
ま
り、

親
房
は、

当
時
「
神
道
の
明
燭
」

と
い
わ
れ
た
度
会
常
昌
と
親
交
を
結
ん
だ
慈
逼
（
生
没

神
仏
二
な
ら
ず
し
て、

神
は
即
ち
諸
仏
の
霊、

仏
は
即
ち
諸
神
の
性
た
る
も
の、

随
ひ
て
神
宣
に
西
天
の
仏
を
指
し
て
応
跡
と
せ
ら
れ
し
が
如
く、

の
垂
跡
に
し
て、

諸
賢
衆
は
悉
く
之
が
応
作
た
り
と
断
じ、

神
本
仏
跡
の
主
張
を
最
も
鮮
か
に
せ
る
(
1

0
二
頁。

傍
点
は
引
用
者
付
す
。）

（
そ
の
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る

白
山
本
の
奥
書
に
は

と
い
う
の
で
あ
る
。

『
日
本
湛
紀
』

を
「
日
本
記
曰
」

と
引
用
し
て、

そ
の
本
地
仏
は
大
日
如
来
で
あ
る
か
ら、

昆
嵐
遮
那
仏
は
大
日
如
来
の
こ
と
で
あ
り、

J

の
『
器
朴
論
』

の
第
十
二
「
念
仏
多
囮
門
」

に、

託
何
は

「
我
神
」

天
照
大
神
は
大
日
如
来
の
本
地
で
あ
る
と
す

J

れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
著
述
さ
れ
た
北

）
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
党
体
に
相
当
す
る
ゆ
え
に

（
中
略）

義
翻
言＿一
光
明
退
照一
者
弥

天
地
開
洲
の
条
を
紹
介
し
つ
つ、

日
神
其
始
天
照
太
神
是
也。

本
地
大
日
如
来。

故
此
国
号二
大
日
本
国一
。
（
中
撃）

毘
戚
辿
那
者
又
梵
面。

此
土
翻
言
＞
日
。

(
5)
 

陀
覚
体
也。

故
大
日
本
国
者
怖
陀
本
国
也。

、
、

、
、

わ
が
国
を、

大
日
如
来
の
本
国
と
い
う
怠
味
で、

そ
の
本
来
の
認
義
は
光
明
遍
照
で
あ
っ
て、

(
35)
 

暦
応
元
(
-

三
三
八
）

年
四
月
以
降、

文
和
三
(
-

三
五
四
）

年
ま
で
の
あ
い
だ
の
成
立
と
さ
れ
る
が、

「
此
記
者
去
延
元
四
年
秋
為
』
示
二
或
菫
蒙
土
げ
馳ーー
老

七
八

『
器
朴
論
』

は
『
正
統

、
、
、
、
、

如
来
は
皇
天

、
、
、
、

「
大
日
本
国
」

と



一
逼
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

石
田
善
人
「
室
町
時
代
の
時
衆
に
つ
い
て」
（
下）
（『
仏
教
史
学』
第
十一
巻
第
三
・
四
合
刊
号）
八
五
頁
下

一
遍
の
宗
教
が、

神
道
思
想
と
の
密
接
な
関
辿
の
も
と
に
成
立
し
た
こ
と
は、

す
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
に
関
し
て
は、

す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
り、

(
37)
 

で
忍
あ
る
」
と
か、

(
36)
 

「
教
理
的
に
は
匹
山
脈
の
説
を
通
し
て
天
台
に
釦
ふ
点
が
あ
り、

著
し
く
禅
的

函）

「
一
遍
の
念
仏
は
禅
宗
的
で
あ
っ
て
天
台
の
教
則
が
禅
宗
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
か、

ま
た、

一

遍
と
禅
思
想

前
掲(
27）
ニ―-
七
頁
下
ー
ニニ
八
頁
上

(

35
)

前
掲(
32)
に
同
じ。

(

34
)
 

前
掲(
27)
ニニ
七
頁
下

(

33
)
 

(
32)
 
大
橋
俊
雄
「
器
朴
論
解
題」
（『
時
宗
全
書』）
一
0
頁

(

31
)
 

北
西
弘
「
諸
神
本
懐
集
の
成
立」
（
宮
崎
博
士
還
暦
記
念
会
『
真
宗
史
の
研
究』）
二
0一
頁

(
30)
 
前
掲(
29)
三
0
六
頁
所
引
竹
園
賢
了
論
文

(
29)
 

(
28)
 
前
掲(
27)
八
八
頁
下

(
27)
 

(
26)
 天

地
開
闊
事
匪

孟円
扶
桑
国
而
已ー。

雖＞
有二
無
量
須
弥一
日
月
国
土
三
世
間
事
皆
応二
二
郎。

(
36)
 

謂
趾
空
弥
陀
本
国ー
。

三
世
諸
仏
皆
依二
弥
陀
五
竺
正
覚ー
。

故
諸
仏
刹
土
又
弥
陀
本
国。

以
謂レ
之
者
虚
空
法
界
悉
弥
陀
具
徳
也。

と
述
ぺ
て、
一
切
世
界
は
弥
陀
本
国
な
り、

二
団
）
寺
宗
丈

ー
、計1
0.
11
9i／
し

一
大
三
千
界
劫
初
也。

他
三
千
界
亦
如＞
是。

と
敷
術
し
て
い
く
の
で
あ
る。
こ
の
方
向
へ
諭
を
進
め
て
い
く
と
き、

達
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る。
こ
の
点
に
つ
い
て
は、

別
稿
に
お
い
て、

田
村
円
燈
「一
遍
と
神
祇」
（『
日
本
仏
教
思
想
史
研
究

あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い。

浄
土
教
篇』）
四
0
四
頁

『
大
日
本
仏
教
全
書』
第
四
十
七
巻
「
念
仏
部」
（
四）
八
八
頁
上

浅
山
円
祥
「一
遍
上
人
の
名
号
思
想
と
其
の
性
格」
（『一
遥
聖
絵
六
条
緑
起』）
――1
0一
頁

ゞ

‘

、

た
と
え
り

上
述
の
通
り
で
あ
っ
た。

七
九

「
わ
が
固
に
お
い
て
禅
と
念
仏
と

一
逼
教
学
は、

さ
ら
に
ま
た

禅
の
思
想
と
の
接
点
を
も
有

然
者
一
切
世
界
莫レ

や
が
て、

時
衆
教
学
は、

真
言
密
教
と
の
接
点
に
到



と
あ
る。
し
か
し

と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
だ
仏

ま
ふ
と
な
ん

」
の
一
条
は

国
師、
此
歌
を
聞
て

一
遍
の
法
燈
国
師
参
禅
の
こ
と
は

(

40

)
 

(

38
)
 

(

39
)
 

(

37
)
 

で
あ
る。

／，ヤ'"' 

(—) 

(

39
)
 

の
接
点
に
生
き
た
仏
教
者
を
拾
う
な
ら
ば、
先
ず
二叫
上
人
を
あ
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う」
と
か、
あ
る
い
は、
「一
逼
上
人
は、

応

10
)

て
禅
に
接
近
し、
浄
土
教
を
し
て
仏
教
本
来
の
立
場
に
遠
帰
せ
し
め
た
観
が
あ
る」
と
か
い
わ
れ
て
き
た。

と
こ
ろ
で、

『
本
朝
高
僧
伝』
は

一
逼
の
念
仏
観
と
押
思
想
と
の一
致
な
い
し
密
接
が
い
わ
れ
る
場
合
に、

宇
井
伯
寿
『
日
本
仏
教
概
史』
八
0
頁

大
野
達
之
助
『
日
本
仏
教
思
想
史』
（
増
訂
版）
第
八
章
「
時
宗」
二
五
六
頁

藤
吉
慈
悔
「
作
と
念
仏
と
の
避
語」
（『
印
度
学
仏
教
学
研
究』
第
十
九
巻
第一
号）
二
八
頁
上

浅
山
円
祥
「一
遍
上
人
の
名
号
思
想
と
其
の
性
格」
（『一
逼
聖
絵
六
条
緑
図』）
――1
0一
頁

伝
記
類
の
考
察

ま
ず
伝
記
を
み
る
と、

(41)
 

い
に
印
可
を
許
さ
れ
た、

一
遍
が
由
良
の
興
国
禅
寺
に
あ
っ
た
法
燈
国
師
心
地
房
覚
心
(―
二
0
七

ー―
二
九
八）
に
し
ば
し
ば
参
禅
し、

と
記
し
て
い
る
と
い
う。

宝
溝
寺
に
て、
由
良
の
法
燈
国
師
に
参
禅
し
給
ひ
け
る
に、

「
未
徹
在」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば、

二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る。
第一
は

筑
波
大
学

哲
学・
思
想
学
系
論
集

（
巻
上）

そ
の
接
点
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
問
題
で
あ
ろ
う。
こ
の
問
題
の
検
討
に
つ
い

国
師、
念
起
即
党
の
話
を
挙
せ
ら
れ
け
れ
ば、

と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
忍
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て

上
人
ま
た
か
く
よ
み
て
呈
し
給
ひ
け
る
に、

『一
逼
上
人
語
録』
に
も
み
え
て
い
て、
そ
こ
に
は

記
さ
れ
た
伝
記
的
記
述
の
検
討
で
あ
り、
第
二
は

（
中
略）
其
の
思
想
と
行
実
に
於
て、
極
め

に
表
れ
た
彼
の
息
想
の

上
人
か
く
読
て
呈
し
た
ま
ひ
け
る

国
師、
手
巾・
菜
寵
を
附
属
し
て、

一
遍
の
語
録

八

〇

印
可
の
信
を
表
し
た

一
逼
伝
の
根
本
史
料
と
さ
れ
る
聖
戒
の
『一
遍
聖
絵』
に
も、
宗
俊
の
『一
遍
上
人
絵
詞
伝』
に
も、
見
出
さ
れ
な
い。

っ



と
こ
ろ
で、

（
中
略）
此
絵
巻
の
筆
者
（
つ
ま
り
円
伊＇

�
引
用
者
注）
を
帯
同
し
て、
聖
人
遊
行
の
記
録
に
従
ひ、
更
に
其
跡
を
経
廻
し
て、
種
々
の
材
料
を
羞
め、
又
現
地
の
写

(42)
 

生
を
試
み」
る
と
い
う
準
備
を
経
た
う
え
で、
『
聖
絵』
を
制
作
し
た
と
い
わ
れ
る。
実
際、
『
聖
絵』
に
描
か
れ
た
風
景
や
地
形
は、
現
地
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
と

ま
た、
他
方、
禅
宗
側
の

『一
逼
上
人
行
状』
と
『一
逼
上
人
年
諮
略』
と
だ
け
で
あ
る。
ま
ず、

建
治
元
乙
亥
年
春
三
月
二
十
五
日。
詣二
熊
野
証
誠
殿一。
丹
祈
而
承二
神
詫一。
受二
念
仏
印
板ー。（
中
略）
然
後
到二
紀
州
真
光
寺ー。
時
々
見二
心
地一。
心
示
以二
念

唱
フ
レ
バ
仏
モ
吾
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
南
無
阿
弥
陀
仏
ノ
声
バ
カ
リ
シ
テ。

深
義
こ
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
f

こ
の
和
歌
に
詠
み
こ
ん
だ
心
境
を、
党
心
か
ら
「
未
微
在」
と
指
摘
さ
れ
た
の
で、

(43)
 

心
地
の
も
と
で
印
可
を
蒙
る
こ
と
が
で
ぎ
た、

と
い
う。

の
深
義
を
悟
り、

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
に
も、
神
託
が、
念
仏
と
禅
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は、
前
章
で
触
れ
た一
遍
教
学
と
神
祇
信
仰
と
の
関
係
に
照
ら
し

て、
特
に
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る。

(45)
 

『
年
譜
略』
の
記
述
は、
き
わ
め
て
簡
明
な
も
の
で
あ
り、
先
引
の
『
語
録』
の
一
条
に
も
っ
と
も
近
い
内
容
で
あ
る。

要
す
る
に、

と
こ
ろ
で、

年
譜』
に、

さ
て

と
あ
り

う
の
で
あ
る。一

遍
参
禅
の
記
事
が
み
え
な
い
の
は、
編
者
が

一
逼
が、

起
即
覚
之
語・。
遍
呈二
和
歌一
日。

J

の
記
事
を
載
せ
る
の
は、
時
宗
側
の
文
献
で
は

し
か
し

い
う。
そ
の
意
味
で
も、
『
聖
絵』
の
制
作
に
払
わ
れ
た
作
者
た
ち
の
労
力
は
大
き
く、

こ
の
『
聖
絵』
も
『
絵
詞
伝』
も、

一
通
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

『
聖
絵』
の
「
画
図」
の
作
者
は、
そ
の

の
記
載
に
よ
り、

の
編
集
に
成
る
法
燈
国
師
伝
『
鷲
峰
開
山
法
燈
円
附
国
師
行
実
年
譜』
に
心、

一
遍
は
ふ
た
た
び
熊
野
へ
詣
で
て
神
示
を
仰
ぎ、

つ
い
に
「
領ーー
解
他
力

熊
野
と
覚
心
と
の
あ
い
だ
を
往
復
し
た
の
ち、
神
託
の
暗
示
を
え
て、
他
力

(44)
 

の
ち
に
真
教
の
弟
子
と
な
っ
た
浄
阿
の
伝
記
『
浄
阿
上
人
行
状』
に
も
み
え
る。

心
地
覚
心
に
参
禅
し
て
印
可
を
蒙
っ
た
と
い
う
記
事
を
含
む
点
で、
『一
逼
上
人
語
録』、

し
て
お
り、
時
衆
の
念
仏
が
神
託
を
媒
介
と
し
て
禅
に
連
接
す
る
次
第
を
記
す
点
で、

一
逼
が
そ
の
人
に
参
禅
し
て
印
可
を
蒙
っ
た
と
い
わ
れ
る、

そ
れ
ゆ
え
に、

『一
逼
上
人
行
状』、

「
聖
人
没
後

当
の
心
地
覚
心
に
つ
い
て、
禅
宗
側
で
編
集
さ
れ
た
伝
記
『
鶯
峰
閲
山
法
燈
円
明
国
師
行
実

「
で
き
る
だ
け
純
粋
な
禅
僧
と
し
て
の
法
燈
国
師
を
え
が
こ
う
と
努
力
し
た
結
果、
念
仏
と
密
教
関
係
の

つ
い
に、

覚
心
よ
り
印
可
を
許
さ
れ
た、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は

『一
遍
上
人
行
状』
と
『
浄
阿
上
人
行
状』
と
は
軌
を一
に
す
る。

一
遍
の
法
燈
国
師
参
禅
の
こ
と
は
記
さ
な
い
の
で
あ
る。

法
限
円
伊
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が

『一
遍
上
人
年
譜
略』
は
共
通

『
行
状』
に
は

一
遍
参
禅
の
記
事
は
無
い。

）
れ
が
伝
記
と
し
て
信
憑
性
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い

「
詞
書」
の
筆
者
聖
戒
は



違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り

と
あ
る
の
で
あ
っ

て 、
(51)
 

と
解
し
て
い
ら
れ
る 。

さ
て

年
の
条
に 、こ

こ
で 、

、
し

カ
し

し
か
応 、

五
来
氏
は

高
野
山
中
作二
戯
場,o

j

の
点
か
ら 、
五
来
氏
は

む‘し
ま

ヤ
：
し

高
野
と
鷲
峰
つ
ま
り
由
良
の
興
国
者
と
の
あ
い
だ
を
往
来
し
て

禅
と
念
仏
と
を
修
し
な
が
ら 、

(52)
 

「
法
燈
覚
心
の
信
仰
は
禅・
密・
念
仏
の
混
合」
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る 。

「
戯
場」
を
作
っ

元
と
い
う
こ
と
を 、

金
剛
三
昧
弄二
業
識一 。

覚
心
が
高
野
山
で
唱
導
を
目
的
と
し
た
大
衆
教
化
の
た
め
の
念
仏
狂
言
を
お
こ
な
っ

た
こ
と

両＿一
居
鷲
峰ー
四
十
年 。

(50)
 

ニ
彗
勝
腿
不
晟
日ー 。
末
後一
着
到ー一
牢
関―- o

燈
国
師
心
地
覚
心
と
高
野
山
の
真
言
密
教
と
の
密
接
な
関
係
を
推
測
さ
せ
る 。
実
際 、

『
行
実
年
諮』
編
集
の
史
料
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
『
法
燈
行
状』
が

め
の
時
宗
教
団
内
部
で
は

と
述
べ
る
よ
う
に
な
る
か
ら

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

筑
波
大
学

一
遍
の
法
燈
国
師
参
禅
の
伝
承
は
自
明
の
こ
と
と
な
っ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

）
こ
で
は一
逼
の
参
禅
は
疑
わ
れ
て
い
な
い 。

六
時
宗
上
人

俗
姓
革
野

無
視
し
え
な
い
わ
け
で
あ
る 。
そ
の
『
法
燈
行
状』
は

っ
た
の
で
あ
ろ
う 、
と
推
定
さ
れ
て
い
る 。
五
来
氏
の
み
ら
れ
た
の
は

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

(
46)
 

記
事
や
奇
蹟
の
事
蹟
は
大
部
分
の
ぞ
か
れ
た」
た
め
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う 。

こ
の
『
行
実
年
譜』
の
編
簗
者
聖
薫
が 、

『
法
燈
国
師
踪
跳
賛』
に
は

そ
の
編
簗
に
あ
た
っ

て
用
い
た
史
料
と
し
て 、

(47)
 

「
右
慈
願
上
人
所
草
録 。
師
之
緑
起
内
大
意」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
意
さ
れ 、

野
山
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り 、
も
ち
ろ
ん
『
行
実
年
譜』
に
先
行
す
る
文
献
で
あ
る 。
し
た
が
っ

て 、

聞
贔
門
有
i一
教
外
別
伝
之
旨
羨
ご
見
師
へ

後
人
標
準一
也 。
至＞
今
唱二
其
宗一
者
偏＞
之 。
初
参
見
歌
云

以＿一
念
起
即
覚
之
語
ニ
ホ＞
之
終
蒙二
印
証ー 。
師
解――
手
巾ー
付
嘱
曰 、
此
巾
表＞
信
可＞
為――

と
な
ふ
れ
は
仏
も
我
応
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
ゑ
は
か
り
し
て 、

(48)
 

棄
は
て
て
身
は
な
ぎ
物
と
思
ひ
し
に
さ
む
さ
来
ぬ
れ
は
風
そ
身
に
し

む 。
即
可

さ
ら
に 、

江
戸
中
期
の
賞
山
の
撰
に
成
る
『一
遍
上
人
絵
詞
伝
直
談
紗』
に
至
れ
ば 、

（

的
）

元
祖
上
人
法
燈
参
謁
事 。
自
他
所＞
知＞
之
也 。
況
載二
彼
年
譜ー 。
明
白
也 。『

直
設
紗』
は 、

も
と
は
高
野
山
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は 、
法

一
遍
（
六
時
宗
上
人）
が
法
燈
よ
り
禅
の
印
可
を
受
け
た
と
し
て

J

の
よ
う
な
文
献
に
み
え
る
一
逼
の
法
燈
国
師
参
禅
の

『
法
燈
国
師
緑
起』
と
同
系
ら
し
い
一
本
『
法
燈
行
状』
で
あ
っ

て

五
来
鳳
氏
は、
『
行
実
年
譜』
文
暦
二
（
齋
禎
元）
（―
二
三
五）

『
慈
顧
上
人
所
草
録』
あ
る
い
は
『
法
燈
国
師
縁
起』
と
い
う
も
の
が
あ

正
徳
四
(-
七一
四）
年
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
か
ら 、
十
八
世
紀
初

ノ＼

1...-

れ
は
一
遍
の
信
仰
の
性

真
言
密
教
を
も
学
ん
だ
に

師
曰
未
徹
在 。

後
に

）
れ
は
も
と
も
と
高



宗
聞
が

『
語
録』
そ
の
他
上
述
の
伝
記
類
に
み
え
た
「
念
起
即
覚
の

つ
ぎ
に

(

52
)
 

仁）

語
録
類
の

考
察

前
掲(
51)
二
三
五
頁

(
51)
 

(

49
)
 

(

50
)
 

『
続
群
書
類
従』
第
十
三
輯
下
「
文
筆
部」

『
時
宗
全
書
』

二
七
六
頁
下

(

47
)
 

(

48
)
 

五
来
重
二
遍
上
人
と
法
燈
国
師」
（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
九
巻
第
二
号）
九
九
頁
下

前
掲(
43)
三
四
九
頁
上

前
掲(
46)
『
印
仏
研』
五
来
論
文一
〇一
頁
下

五
来
重
『
増
補

高
野
聖』
三――
九
頁

一
遍
の
『
語
録』
と
『
法
語
集』
と
に
よ
っ
て、

附
加
さ
れ
た
「
禅
歳」
の
な
か
の
一
句
で
あ
る。
す
な
わ
ち、

念
起
即
覚、

と
あ
る
の
で
あ
る。

ヘ
死
人。
目
逍、

弄二
緒
魂一
漢。
冗
然
習
定、

鬼
家
活
計。
迎
則
迷＞
理、

退
則
乖＞
宗。
不＞

の
行
法
を
示
す
た
め
に
編
集
し
た
『
坐
禅
儀』
に
も、

身
相
既
定、

気
息
既
調、

然
後
寛
放二
牌
腹
ヘ

一
逼
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格

(
46)
 

(
45)
 
前
掲(
43)
ニ―
六
頁
下

(

44
)
 

前
掲(
43)
ニ―
八
頁
下
ー
ーー
ニ―
九
頁
上

(
43)
 

(
42)
 

(

41
)
 

石
田
善
人
「一
遍
と
時
衆」
（『
日
本
仏
教
史

久
久
忘＞
縁、

一
切
善
悪

都
莫
息
量一。
念
起
即
覚、

-
0
六
九
頁
上

JI 

格
を
考
え
る
う
え
で、

真
言
密
教
の
影
薔
を
無
視
し
え
ぬ
ひ
と
つ
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う。

中
世
箭』
第
二
章
3)
一
三一
頁

j\ 

林
屋
辰
三
郎
「
法
眼
円
伊
に
つ
い
て
ー
�一
遥
聖
絵
節
者
の
考
証

ー」
（『
中
世
文
化
の
基
開』
七
九
頁）
は、
こ
の
説
を
採
る。

『
続
群
書
類
従』
第
九
輯
上
「
伝
部」
二
0
九
頁
上

I
下

ー
心
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る。

そ
こ
に
表
れ
た
禅
語
に
つ
い
て、））

の
編
ん
だ
公
案
集
『
猟
門
閲』
の
「
後
序L
の
後
に

は、

無
門
慇
開
(-
―
八
H

（
団）

如
何
股
践。

自
戚
こ

片
ヘ

:

4
)

/
r
J

此
坐
押
之
要
術
也。



と
の
言
葉
を
伝
え

ま
た

と
あ
る
説
明
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う 。

し
て
は

他
『
信
心
銘』

ま
た

以＞
言
顕＞
義 、

の

の

)
れ
が一
遍
の
「
常
の
仰」
せ
で

と
出
て
く
る 。
法
燈
伝

（

応
）

絶
和
尚
こ
じ
て
い
る 。

の
文
を
以

と
み
え
る 。

（
巻
下
七
七）
は 、
「
本
来
網一
物
な
れ
ば

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

漢
土
に
径
山
寿
と
云
山
寺
あ
り 、
禅
の

さ
ら
に
そ
の

筑
波
大
学

り
と
云
々 。

一
五
二）
年、

と
こ
ろ
で 、(57)

 

が
み
ら
れ 、
党
心
に
対
す
る一
遍
の
関
心
を
例
証
す
る
も
の
と

(-
）
に
み
え
る

（
巻
上
二
二）
に 、

以二
無
生一
故 、
即一
切
色
性
空 、

（
七
八）．

に
は 、
禅
師
か
ら
『
佃
門
関』
を
授
け
ら
れ
て
い
る 。

ぅ
こ
と
□こ90

-

う
と

と
哀

，
了

貫

ヘ

『
籾
伽
師
資
記』

は
こ
の

ま
た 、
法
燈
国
師
心
地
覚
心
の
こ
と
は

空
即
是
道 、
道
即
是
絶
レ言 、
故

八）
の
「一
切
衆
生
有二
仏
性―

色
性
空
故 、

に
も
み
え
る
が

が

に
い
う
径
山
寺
と
は

こ
よ
tドエ 、

欧ヽ
い
ま

l

J
À

l
>

ノ

）

i
\ ］） 

た
と
し
て
い
る 。
ま
た

（
四
0).即

万
縁
倶
絶 、

こ

)
の
店
が

の
語
は

れ
る 。

に
を
い
て 、
実
有
我
物
の
思
ひ
を
な
す
べ
か
ら
ず 。

万
縁
倶
絶
者 、

古
来 、
禅
家
愛
用
の
語
で
あ
っ

た
こ
と
は 、
周
知
の
通
り
で
あ
る 。
そ
の

も
と
は

-。
心
行
処
滅 、

(58)
 

即
是
心
行
処
滅 。

の
条
に

り」
と
い
う
と
こ
ろ
と 、
結
び
つ
け
て
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い 。
そ
し
て

（一
八）
．

一
遍
の は

（
因
果
品）
に
あ
る
語
で 、
『
靡
阿
止
観』
に
も
み
え

（

印
）

-」
す
る
息
い
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら

の
で
あ
ろ
う 。
ま
た 、

(―
二
四
九）
年、

）
名
こ
、

土
く

。
＾
蛋

h‘
l>
し

0) 

盆
笠r『-
[）
に
も 、

の

ー
ト――

1-］
 

（
巻
下
四
四）
は 、
彼
が
弟
子
に
対
し
て 、
「
我
等

ク一、古
t

 
i

 

こ

（
七
0)
と
そ
の
表
現
忍
内
容
も
よ
く
類
似
し
た

て
仏
眼
袢
師
無
門
慧
閲
に
初
め
て

は
云
」々
の
銘
に
つ
い
て
は

で
入
宋
し

ぱ
是
病
也 、
不＞
続
は

一
切
を
捨
離
す
べ
し」

一 、
更
不』
起＞
霰 、
不レ
起レ
観
故 、
即

る
と 、

「
初
捗――
径
山ー 。

そ
こ
に 、

に
関

そ
の

1
 l
 0
 

＼
 

`
i
 

L‘
 

に
み
え
る
「
此
頌
の
文
を
以
て

八
四

年

→・
ヤ3

ゴ

-、‘冗
＞
必叩

ャ
5h

り」
と
云
々 。
由
艮
の
心
地
尻
は
此
頌



61 
‘ヽJ

岩
被
文
庫
『
碧
巖
録』
□

上）
四
一
八
頁

一

遍
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格�

(

60
)

前
掲(
54)-―一
三
頁

(

59
)
 

『
禅
の
語
録』
盆
四）
三
六
頁

(

58
)
 

『
禅
の
語
録』
（
六）
五
六
頁
ー
五
七
頁

(

57
)
 

こ
の
よ
う
に
一

切
捨
離
・

万
事
放
下
を
常
に
説
い
た
一

遍
の、

究
極
の
あ
り
方
が、

さ
て、

「
無
一

物
」

の
語
は、

『
六
祖
壇
経
』
（
巻
上）

に
収
め
る
六
祖
恵
能
（
六
三
八
ー|
—
七
一

三）

の
偲、

菩
提
本
無
＞
樹

本
来
無
一

物

一

切
を
す
て
ず
ば、

さ
だ
め
て
臨
終
に
諸
事
に
著
し
て、

往
生
を
損
ず
べ
き
も
の
な
り
」

と
説
示
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「
無
一

物
」

を
生
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た、

禅
家
の
好
ん
で
用
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

恵
能
の
弟
子
永
嘉
玄
党
（
六
七
五
ー
ー＇
七
一

三
）
の
『
証
道
歌
』

に
も、
「
党
即
了

に
み
え
る
も
の
で、

(
60)
 
物
l

」

と
あ
り、

闘
悟
克
勤
(
1

0
六
三
|
|
-
―

三
五
）

が
雪
蛮
重
顕
（
九
八
〇
ー
|
—
1

0
五
二
）

の
幻
古
を
帖
許
し
て
糾
ん
た
『
羞
巌
録
』
（
第
三
十
九
則）

に
も、

(
61)
 

「
法
身
覚
了
無
一

物。

本
廂
自
性
天
裏
仏
」

と
み
え、

さ
ら
に
黄
業
希
運
(
?
|
|＇
八
五
六
？）

の
説
怯
を、

そ
の
弟
子
荻
休
（
土
九
七

八
七
0)
が
組
録
し
た
『
伝

『
続
群
書
類
従』

第
九
輯
上
「
伝
部」
三
五
一

頁
上

『
大
日
本
仏
教
全
書』

第
四
十
八
巻
「
禅
宗
部」
二
七
五
頁
下

(

56
)
 

前
掲(
55翌）
三
五
一

頁
下

(
55巴

(
54)
 
『
坐
禅
儀』
（『
禅
の
語
録』

十
六）
一
五
三
頁

(

53
)
 

『
無
門
関』
（『
禅
の
諾
録』

十
八）

心
法
要
』

に
も
み
え
る
。 明

鏡
齊
非＞
台(

59
)
 

句
処
有二
謳
攀

は
言
葉
と
し
て
説
く
た
け
で
な
く、

は
下
根
の
者
な
れ
ば

一
七
六
頁

•

q

 

.

Iー
＼
 

』
ノ

ア

r”
‘

,

9←‘
 
·

‘

 

、
9‘

「
本
来
無
一

物
」

と
い
う
境
涯
に
向
か
っ
て
収
束
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う。

彼



〔
付
記
〕

法
語
集
は
岩
波
書
店
日
本
思
想
大
系
に
依
り 、

一

遍
聖
絵
・

一

逼
上
人
絵
詞
伝
直
談
紗
は
芸
林
舎
時
宗
全
書
に
依
っ
て
引
用
し
た 。

沙
石
集
・

神
皇
正
統
記
は
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
り 、

雑
談
集
は
三
弥
井
書
店
「
中
世
の
文
学
」

叢
書
に
依
り 、

選
択
集
・

輿
福
寺
奏
状
・

一

遍
上
人
語
録
・

播
州

て
た
の
で
あ
る
。

死
と
と
も
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に

一

遍
に
と
っ

て 、

念
仏
勧
化
の
行
は 、

自
己
一

身
の

経
を
よ
み
て
手
づ
か
ら
焼
給
ひ
し

」
（
第
十
一
）

と
あ
る
。

こ
の

っ

た
で
あ
ろ
う 。

そ
の
結
果
は 、

「
一

代
聖
教
皆
つ

き
て
酎
無
阿
弥
陀
仏
に
な
り
は
て
ぬ
」
（
同
前）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。

と
記
し
て
い
る
。

そ
れ
に

弓 坪✓rm 

的
にこ

の

っ
て

中6
,'

 

,
.

 

一

遍
の
死
を 、

0) 

つ
八
月
十
日
の

一

遍
に
お
け
る
念
仏
と
禅
と
の

口

む

す

び

筑
波
大
学

哲
学

一

す
る
の
が
当
然
で
あ
っ

た
。

す
な
わ
ち

に
は 、

「
帆 。

ぷ
ち
給
へ

る
経 。

少
々

(
―

二
八
九
）

が、

な
か
ん
ず
く 、

そ
の
臨
終
の
あ
り

方
に
お
い
て

)
れ
を
集
約
的
に
み
る
こ
と
が
て
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

一

逼
の
宗
教
が
「
著
し
く
禅
的
」

で
あ
る
所
以
は 、

彼
の

に

拘
泥
す
る
ぎ
ら
い
応
衣
か
っ

に
と
は
い
え
だ
い
で
あ
ろ
う
。

に
つ
い
て 、

以
上 、

<J) 

と
一

遍
に
お
い
て

一

切
の
焼
却
は 、

で
あ
っ

た
の
で 、

「
無
一

物
」

に
出
発
し
た
求
道
は 、

や
が
て

そ
れ
は
自
己
の
死
と
と
も
に
完
了
す
る
も
の
で
あ
り 、

「
わ
が
化
導
は
一

期
ば
か
り

ぞ
」
（
同
前）

と
い
う

平
生
の

の

二
十
三
日
の
こ
と
と
し 、

そ
の
さ
ま
を

に
わ
た
る
宗
教
活
動
そ
の
ら
の
の
な
か
に

の

侍
り
し
に
渡
し

給
ふ

。
（
中
略）

所
持
の

0) 

八
六

「
無
一

物
」

に
な
り
は

の
実
行
で
あ

全
生
涯
は 、
' 

オつ

が

阿
弥
陀

に
入
が
ご
と
く
し
て
往
生
し

給
ぬ
」
（
第
十
二
）

て

い
る

と
す
べ

き
で
あ
る

に
即
し

つ
つ

、

検
吋
し
て
ぎ
た

。

そ
こ
で
は 、

断
片
的




