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本
日
は
ご
多
用
の
中
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
身
に
余
る
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

今
日
の
こ
の
タ
イ
ト
ル
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
道
元
禅
師
の
大
遠

忌
の
記
念
論
文
集
に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
少
し
か
み
砕
い

て
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
と
、
じ
つ
は
、
今
年
の
十
一
月

（
実
際
は
二
〇
一
六
年
一
月
）
に
、
道
元
禅
師
の
本
を
上
梓
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
も
少
し
語
っ
て
い
る
内
容
を
前

倒
し
で
宣
伝
を
か
ね
て
組
み
込
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
形
と
な
っ
て
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
図
で
「
永
平
寺
と
顕
密
仏
教
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
を
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
顕
密
仏
教

と
い
う
の
は
、
日
本
史
の
中
世
仏
教
史
の
中
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
議

論
に
な
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
い
ま
も
議
論
に
な
っ
て
い
る
、
そ
の

よ
う
な
理
論
で
す
。
そ
し
て
、
同
じ
中
世
の
時
代
に
つ
く
り
上
げ
ら

れ
た
永
平
寺
が
、
顕
密
仏
教
と
い
う
、
中
世
史
的
観
点
か
ら
見
て
、

ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
と
い
う
の
が
、
今
回
の
私
の
お

話
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
「
顕
密
仏
教
」
が
、
ど

の
よ
う
な
形
で
、
道
元
禅
師
の
教
団
運
営
に
現
れ
て
く
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
道
元
禅
師
の
著
述
か
ら
、
教
団
運
営
に
か

か
わ
る
要
素
を
拾
い
出
し
て
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う
手
順
で
お
話

を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
研
究
会
】

永
平
寺
と
顕
密
仏
教

│
│
『
知
事
清
規
』
に
み
る
道
元
禅
師
の
僧
団
運
営
│
│

石　
　

井　
　

清　
　

純
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一
　『
永
平
広
録
』
に
見
る
道
元
禅
師
の
説
示
意
識

　

ま
ず
、
資
料
の
【
一
】「『
永
平
広
録
』
に
見
る
道
元
禅
師
の
説
示

意
識
」
で
す
が
（
論
末
の
資
料
参
照
）、
こ
れ
を
最
初
に
指
摘
さ
れ

て
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
は
、
伊
藤
秀
憲
先
生
で
す
。

　

そ
の
論
文
で
は
、
道
元
禅
師
の
著
述
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
『
正

法
眼
蔵
』
は
、
じ
つ
は
道
元
禅
師
の
、
日
本
に
お
け
る
教
化
活
動
の

前
半
、
永
平
寺
入
寺
前
に
集
中
し
て
い
て
、
永
平
寺
に
入
ら
れ
た
後

は
、『
永
平
広
録
』
に
収
録
さ
れ
る
上
堂
と
い
う
形
式
の
説
法
が
中

心
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

道
元
禅
師
の
著
述
と
い
う
と
、『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
上
堂
語
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

（
一
）
知
事
請
謝
の
上
堂

　

そ
こ
に
注
目
い
た
し
ま
し
て
、
永
平
寺
へ
入
院
し
た
寛
元
二
年

（
一
二
四
四
）
の
後
、
寛
元
三
年
・
四
年
と
、
宝
治
元
年
（
一
二
四

七
）
は
鎌
倉
に
行
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
抜
け
て
お

り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
年
に
は
、
必
ず
、
典
座
、
監
寺
、
知
客
な

ど
、
叢
林
の
運
営
に
あ
た
る
い
ろ
い
ろ
な
役
職
の
任
免
に
あ
た
っ

て
、
定
期
的
に
上
堂
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
前
の
興
聖
寺
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
上
堂
は
実

施
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
役
職
者
の
任
免
の
説
法
は
、
上
堂
と
し

て
で
は
な
く
、
直
歳
に
個
人
的
に
与
え
ら
れ
た
法
語
だ
け
で
す
。
慧

運
と
い
う
方
で
す
。

　

上
堂
は
須
弥
壇
の
上
で
、
正
式
な
行
事
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
語
は
個
人
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の

な
の
で
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
役
職
者
へ
の
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉

に
も
温
度
差
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
最
初
に
指
摘
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

資
料
に
戻
り
ま
し
て
、最
後
の
◆
の
と
こ
ろ
で
す
が
、永
平
寺
に
お

い
て
は
、
知
事
・
頭
首
交
替
の
上
堂
が
、
清
規
に
則
っ
て
行
わ
れ
て

い
く
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
道
元
禅
師
の
叢
林
運
営
の
確
立
に
対
す
る

意
識
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
興
聖
寺
に
お
い
て
そ
れ
が
行
わ
れ

て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ま
だ
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
も
伊
藤
先
生
の
ご
指
摘
で
す
。

　

例
え
ば
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
場
合
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
集

ま
り
、
道
元
禅
師
の
新
し
い
教
え
、
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た
禅
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を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
の
度
合
い
に
、
あ
ま
り
に
も
ば
ら
つ

き
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
平
準
化
を
図
る
た
め
に
、
時
宜
に
応
じ
て

基
礎
的
な
知
識
を
伝
え
る
活
動
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
初
期
の
興
聖
寺
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
永
平
寺
で
は
一
歩
進
ん
で
、
叢
林
運
営
に

あ
た
っ
て
、
中
国
伝
来
の
規
矩
に
則
っ
た
定
期
的
な
行
事
を
重
視
し

て
い
く
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
流
れ
を
示
し
た
の
が
、
資
料
の【
一
】の
一
つ
目
の
○
、「
知
事
請

謝
の
上
堂
」
で
示
し
た
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
二
）
叢
林
機
構
の
初
伝
の
主
張
知
事
請
謝
の
上
堂

　

そ
の
次
の
○
「
叢
林
機
構
の
初
伝
」
は
、
同
じ
上
堂
の
中
で
、
道

元
禅
師
が
、
ご
自
身
が
最
初
に
日
本
に
伝
え
た
こ
と
を
主
張
す
る
内

容
を
持
つ
も
の
の
一
覧
で
す
。
①
の
巻
二

－

一
二
八
と
い
う
と
、
永

平
寺
で
上
堂
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
な
り
ま
す
。
最
初
の
頃
の
上
堂

は
、「
晩
間
上
堂
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
た
ぶ
ん
、
法
堂
の
な

い
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
午

前
中
で
は
な
く
、
夕
刻
に
晩
参
の
形
で
行
わ
れ
て
い
た
説
法
が
こ
こ

に
収
録
さ
れ
、
そ
の
「
晩
参
」
と
い
う
説
法
の
形
態
と
い
う
も
の

を
、
私
は
最
初
に
伝
え
た
の
だ
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
資
料
に
、「
今
大
仏
既
為
天
童
之
子
、
亦

行
晩
参
、
是
則
我
朝
之
最
初
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
日
本
で
最
初

に
こ
の
晩
参
を
行
っ
た
の
は
、
こ
の
私
で
あ
る
。
天
童
如
浄
禅
師
の

後
を
継
い
で
行
っ
た
の
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
お
示
し
な
の
で
す
。

　

②
は
、
同
じ
よ
う
に
、「
典
座
之
法
」、
典
座
と
い
う
も
の
の
作

法
・
在
り
方
を
、
日
本
に
伝
え
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
主
張
す
る
も

の
で
す
。
た
だ
こ
の
表
現
は
微
妙
な
の
で
す
ね
。「
典
座
」
そ
の
も

の
を
最
初
に
伝
え
た
と
は
仰
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

《
参
考
》
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
道
元
禅
師
が
、『
典
座
教
訓
』
に
お
い

て
、「
典
座
は
す
で
に
建
仁
寺
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
す
で
に
そ
の
職
名
は
存
在
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、「
彼
寺
憖
置
比
職
」
と
あ
る
よ
う
に
、
建
仁
寺
に

は
、
典
座
の
名
前
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
名
前
だ
け
で
あ
っ

て
、
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
教

え
、
方
法
、
考
え
方
と
い
う
の
を
伝
え
た
の
は
私
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
そ
の
時
期
、
つ
ま
り
永
平
寺
に
入

院
さ
れ
て
以
降
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
始
め
る
の
で
す
。
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ご
存
じ
の
よ
う
に
、
道
元
禅
師
の
、「
典
座
は
大
事
だ
」
と
い
う

主
張
は
、
興
聖
寺
に
お
け
る
『
典
座
教
訓
』
に
強
く
出
て
い
ま
す
。

興
聖
寺
時
代
か
ら
そ
れ
は
非
常
に
重
視
し
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
常
々
仰
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
永
平
寺
に
入
っ
た
と

こ
ろ
で
、
そ
の
教
え
を
最
初
に
伝
え
た
の
は
私
だ
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
始
め
る
の
で
す
。
そ
こ
に
私
は
、
道
元
禅
師
の
意
図
を
解
明
す

る
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
初
伝
の
主
張
で
す
が
、
巻
四

－
三
一
九
上
堂
で
は

「
僧
堂
」
で
す
。
③
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

そ
こ
で
は
、「
当
山
始
而
有
僧
堂
、
是
日
本
国
始
聞
之
、
始
見

之
、
始
入
之
、
始
而
坐
之
（
こ
の
永
平
寺
に
は
僧
堂
が
あ
る
。
日
本

で
最
初
に
こ
れ
を
聞
き
、
創
め
て
こ
れ
を
見
て
、
初
め
て
こ
れ
に
入

り
、
初
め
て
そ
こ
に
坐
っ
た
の
で
あ
る
）」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

あ
る
い
は
④
は
、
上
堂
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
、「
日
本
国
人
、

聞
於
上
堂
名
最
初
、
永
平
之
伝
也
（
日
本
人
が
、
上
堂
と
い
う
名
称

を
最
初
に
聞
い
た
の
は
、
私
が
伝
え
た
か
ら
で
あ
る
）」
と
い
う
こ

と
を
仰
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
元
禅
師
は
、
永
平
寺
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で

一
つ
一
つ
叢
林
の
正
式
な
行
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
最
初
に
伝
え
た

の
は
私
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら

は
、
じ
つ
は
興
聖
寺
に
も
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
興
聖
寺
に
も
僧

堂
が
あ
り
ま
し
た
。
典
座
も
も
ち
ろ
ん
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
上
堂

も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、『
永
平
広
録
』
巻
一
に
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
そ
れ
を
、「
最
初
の
伝
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
た
の
が
、

永
平
寺
（
大
仏
寺
）
が
建
立
さ
れ
て
以
降
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
夏
安

居
が
行
わ
れ
て
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

⑤
と
⑥
で
す
が
、
⑤
は
成
道
会
で
す
。
こ
れ
は
臘
八
上
堂
、
十
二

月
八
日
の
成
道
会
で
の
上
堂
で
、
仏
生
会
（
降
誕
会
）・
涅
槃
会

は
、
そ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
成
道
会
は
誰
も
伝
え

て
い
な
か
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
初
め
て
伝
え
て
、
い
ま
二
〇
年
に

な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

⑥
も
同
じ
よ
う
に
、「
巳
経
二
十
年
矣
（
已
に
二
十
年
が
経
っ

た
）」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
「
小
参
」
で
す
。
先

ほ
ど
「
晩
参
」
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
小
参
」
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
伝
え
て
か
ら
二
十
年
経
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
る
、
こ
れ
を
帰
国
二
十
年
後
の
こ
と
と
す
る
と
、

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

資
料
に
は
◆
印
で
、「
こ
の
頃
に
十
二
巻
本
が
意
識
さ
れ
た
か
」
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と
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
十
二
巻
本
の
内
容
が
意
識
さ
れ
始
め
た
の

は
、
じ
つ
は
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
頃
だ
と
、
私
は
仮
説
と
し
て

持
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
年
に
、
道
元
禅
師
は
大
仏
寺
の
名
前
を
永

平
寺
と
改
め
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
り
か
ら
、
こ
の
十
二
巻
本
『
正
法

眼
蔵
』
の
構
想
と
い
う
も
の
が
、
具
体
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

　

今
回
は
、
十
二
巻
本
の
成
立
に
関
す
る
問
題
は
主
題
で
は
な
い
の

で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
資
料
に
出
し
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
十

二
巻
本
の
中
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
は
、
じ
つ
は
、
い
ま
紹
介

し
て
い
る
『
永
平
広
録
』
の
上
堂
語
に
も
、
か
な
り
頻
繁
に
見
受
け

ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
み
る
と
、
永
平
寺
に
お
け
る
上
堂
と
、
十

二
巻
本
と
が
大
変
強
く
リ
ン
ク
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
し
か
た
が

な
い
、
そ
し
て
そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
今
日
の
結
論
に
繋

が
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
以
降
に
、
道
元
禅
師
が
、
将
来

的
に
永
平
寺
僧
団
と
い
う
も
の
を
存
続
さ
せ
た
い
、
そ
の
た
め
に
残

す
べ
き
説
示
を
何
か
を
考
え
始
め
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。

二
　『
知
事
清
規
』
の
内
容
か
ら
見
た
、
道
元
禅
師
の
永
平
寺

運
営
方
針

　

大
仏
寺
建
立
以
降
の
上
堂
で
、
純
粋
叢
林
確
立
の
意
識
が
示
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
す
で
に
多
く
の
研

究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
『
永
平
広

録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
上
堂
」
そ
の
も
の
に
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
五
参
上
堂
」
は
、
禅
宗
の
い
ろ
い
ろ
な
説

法
の
形
式
の
中
で
、
最
も
フ
ォ
ー
マ
ル
な
説
法
と
な
り
ま
す
。
永
平

寺
に
お
け
る
説
法
が
、
こ
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
「
上
堂
」
中
心
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
不
定
期
の
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど

の
説
示
と
は
違
っ
て
、
説
法
自
体
を
叢
林
行
事
の
一
環
と
し
て
位
置

づ
け
よ
う
と
い
う
意
識
が
明
確
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
前
提
に
立
っ
て
、『
知
事
清
規
』
の
内
容
と
い
う
も
の
を
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、『
知
事
清
規
』
は

寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
六
月
一
五
日
、
道
元
禅
師
が
大
仏
寺
を

「
今
日
か
ら
永
平
寺
と
す
る
」
と
明
確
に
示
さ
れ
た
、
ま
さ
し
く
そ

の
日
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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永
平
寺
と
名
前
を
変
え
た
そ
の
中
で
、『
知
事
清
規
』
が
ど
の
よ

う
な
傾
向
を
持
っ
て
示
さ
れ
た
の
か
。『
知
事
清
規
』
の
内
容
と
い

う
の
は
、
前
半
は
、
知
事
に
任
じ
ら
れ
る
も
の
は
修
行
の
進
ん
だ
僧

侶
で
あ
る
こ
と
を
、
祖
師
の
例
を
取
っ
て
証
明
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
さ
し
く
『
典
座
教
訓
』
と
同
じ
流
れ
で
す
。『
典
座
教

訓
』
も
、
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
て
、
典
座
と
い
う
仕
事
は
た
だ
の
雑
用

で
は
な
く
、
素
晴
ら
し
い
仏
道
修
行
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
し
っ

か
り
と
認
識
で
き
る
だ
け
の
徳
を
積
ん
だ
人
が
勤
め
る
役
職
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
中
国
に
渡
っ
て
初
め
て
知
っ
た
と
、
道
元
禅
師
は

仰
っ
て
い
ま
す
。『
知
事
清
規
』
で
は
、
ま
さ
し
く
知
事
す
べ
て
が

同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
祖
師
の
例
を
取
っ
て
示
し
て
い
る
の

で
す
。

　

後
半
は
、『
禅
苑
清
規
』
巻
三
の
知
事
に
関
す
る
記
述
を
丸
々
引

用
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ご
自
分
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
い
く
と
い
う

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す

と
、『
知
事
清
規
』
後
半
は
、
中
国
で
編
ま
れ
た
『
禅
苑
清
規
』
の

知
事
に
関
す
る
記
述
に
対
し
て
の
、
注
釈
書
的
な
性
格
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
道
元
禅
師
が
改
め
て
注
釈
を

付
け
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、一
つ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。

（
一
）
監
院

　
『
禅
苑
清
規
』
の
文
章
と
、『
知
事
清
規
』
の
道
元
禅
師
の
注
訳

で
、
ど
こ
に
方
向
性
の
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き

ま
す
と
、
ま
ず【
二
】の
①
に
示
し
た
『
禅
苑
清
規
』
の
「
監
院
」

に
関
す
る
記
述
で
は
、「
監
院
の
一
職
は
、
総
じ
て
院
門
の
諸
事
を

領
ず
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
寺
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
を

取
り
仕
切
る
こ
と
で
す
。
全
体
の
事
務
取
締
り
、
事
務
局
長
と
い
っ

た
位
置
づ
け
で
す
。

　

そ
の
中
で
、
当
然
事
務
局
長
と
し
て
、「
も
し
監
院
、
力
あ
れ
ば

自
ら
営
弁
す
べ
し
」、
や
る
能
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
監
院
が
自
分

で
や
り
な
さ
い
。「
も
し
力
が
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
人

を
請
し
て
勾
当
せ
よ
」、
つ
ま
り
、
力
が
い
た
ら
な
か
っ
た
ら
誰
か

に
頼
み
な
さ
い
、
と
、
仕
事
に
よ
っ
て
専
任
と
協
議
を
使
い
分
け
る

べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
二
重
棒
線
の
と
こ
ろ
に
、「
も
し
事
体
や

や
大
に
し
て
、
知
事
・
頭
首
と
同
じ
く
と
も
に
商
量
し
、
然
し
て
後

に
住
持
人
に
申
し
て
こ
れ
を
行
な
え
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
少

し
大
ご
と
に
な
っ
た
ら
、
み
な
で
話
し
合
い
を
し
、
さ
ら
に
住
職
に

上
申
し
て
、
そ
の
上
で
事
を
進
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
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る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
知
事
清
規
』
で
は
ま
ず
、「
監
院
の
職
は
、
為

公
を
こ
れ
務
む
」、
つ
ま
り
、
公
の
心
に
平
等
な
心
を
持
っ
て
こ
れ

を
務
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
辺
り
は
、
後
ほ
ど
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
中
国

宋
代
の
五
山
制
度
で
は
、
監
院
は
、
中
央
官
庁
か
ら
、
お
寺
の
事
務

取
締
り
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
役
人
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
永
平
寺
で
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
為
公
こ
れ

務
む
」、
み
な
平
等
に
見
て
あ
げ
な
さ
い
と
言
っ
て
、
さ
ら
に
、「
行

事
に
臨
む
の
時
、
必
ず
諸
も
ろ
の
知
事
と
商
議
し
て
、
然
し
て
後
に

行
事
せ
よ
。
事
大
小
と
な
く
人
と
商
議
し
て
乃
ち
行
事
す
る
は
則
ち

為
公
な
り
」
と
、
行
事
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
事
体
の
大
小
に
か
か

わ
ら
ず
、
必
ず
も
ろ
も
ろ
の
知
事
と
話
し
合
い
を
し
、
自
分
一
人
で

決
め
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
『
禅
苑
清
規
』
で
は
、
力
が
あ
れ
ば
自
分
で
や
り
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
が
、『
知
事
清
規
』で
は
、必
ず
人
と
話
し
合
い
、平
等
な

心
を
持
っ
て
事
に
あ
た
り
な
さ
い
と
、
少
し
変
え
て
あ
る
の
で
す
。

こ
の
あ
た
り
が
、
道
元
禅
師
の
コ
メ
ン
ト
の
特
徴
的
な
部
分
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
合
議
制
の
強
調
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
違
い
と
し
て
は
、『
禅
苑
清
規
』
で
、
最
終
的
に

は
、
一
番
大
き
な
事
は
住
職
に
相
談
し
な
さ
い
と
書
い
て
あ
っ
た
と

こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
住
持
人
に
相
談
し
て
事
に
あ
た
れ
と

い
う
こ
と
を
、
道
元
禅
師
が
仰
っ
た
と
し
た
ら
、
誰
に
相
談
す
る
か

と
い
え
ば
、
つ
ま
り
、
私
に
相
談
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
れ
を
あ
え
て
外
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
が
大
変
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
私
は
、
こ
れ
は
自
分
が
い
な
く
な
っ
た
後
で

も
、
ち
ゃ
ん
と
叢
林
が
進
む
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
残
さ
れ
た
弟
子

た
ち
が
、
話
し
合
っ
て
運
営
を
す
る
よ
う
に
道
づ
け
る
た
め
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
二
）
維
那

　

次
に
、
維
那
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
資
料
②
の
『
禅
苑
清

規
』
で
は
「
僧
中
の
事
、
す
べ
て
こ
れ
を
主
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

修
行
僧
に
関
す
る
も
の
す
べ
て
が
維
那
の
管
轄
で
、
風
紀
委
員
の
よ

う
な
役
割
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
修
行
僧
の
綱
紀
を
つ
か
さ
ど
る

係
で
す
の
で
、
新
到
の
掛
搭
、
小
頭
首
の
招
請
、
そ
れ
か
ら
処
罰
。

そ
こ
で
は
規
矩
を
犯
し
た
も
の
の
処
罰
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
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か
ら
、
官
中
の
告
報
、
大
僧
帳
時
の
告
報
も
行
う
と
い
う
、
要
す
る

に
修
行
僧
全
体
を
動
か
す
た
め
の
指
揮
を
行
う
役
職
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
が
『
知
事
清
規
』
で
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
新

到
の
教
育
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
く
来
た
人
を
し
っ
か
り
教

育
す
る
こ
と
だ
け
が
職
務
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
引
用
文
の
中
に
は
、
本
来
的
な
職
務
が
書
い
て
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
、
道
元
禅
師
が
コ
メ
ン
ト
す
る
の

は
、
こ
の
部
分
だ
け
な
の
で
す
。
永
平
寺
は
、
林
下
禅
林
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
中
央
官
庁
と
の
つ
な
が
り
は
、
私
的
に
は
記
録
が
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
運
営
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い

形
と
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
小
頭
首
に
つ
い
て
も
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
寺
院
の
規
模
の
問
題
と
も
関
連
し
て
き
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
も

行
政
官
と
し
て
の
職
務
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
さ
れ
な
い
と
い
う
傾

向
の
な
か
で
考
え
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

（
三
）
典
座

　

③
の
「
典
座
」
で
す
が
、
こ
れ
も
、
監
院
と
同
じ
で
す
。『
禅
苑

清
規
』
で
は
、
大
衆
の
斎
粥
、
修
行
僧
た
ち
の
食
事
を
司
る
と
い
う

の
が
主
要
な
業
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
基
本
姿
勢
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
み
な
予
め
先
ず
庫
司
知

事
と
商
議
す
べ
し
（
す
べ
て
、
事
前
に
庫
司
知
事
と
協
議
し
な
さ

い
）」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
食
事
の
献
立
を
決
め
る
時
の
こ
と

で
す
が
、
庫
司
知
事
と
い
う
の
は
倉
庫
を
司
る
知
事
で
、
監
院
の
こ

と
で
す
。
要
す
る
に
、
蓄
え
て
あ
る
食
材
を
何
で
も
か
ん
で
も
使
っ

て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
全
体
を
管
理
し
て
い
る
人
に
相
談

し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
事
に
、
調

味
料
、
あ
る
い
は
漬
物
や
野
菜
な
ど
は
、「
典
座
専
管
し
て
時
を
失

う
こ
と
得
ざ
れ
（
典
座
が
自
分
で
管
理
し
て
傷
ま
せ
て
は
い
け
な

い
）」
と
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ほ
か
の
人
と
相
談
す
べ
き
も
の

と
、
典
座
が
一
人
で
管
理
す
べ
き
も
の
が
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い
う

の
が
『
禅
苑
清
規
』
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
知
事
清
規
』
は
、「
す
べ
か
ら
く
自
意
に
任
せ

て
行
ず
べ
か
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
す
べ
て
を
ひ
と
り
で
行
っ
て
は
い

け
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
に
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
気
持
ち

だ
け
で
や
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
「
議
定
再
三
叮
嚀

に
し
て
、
倉
卒
な
る
べ
か
ら
ず
」、
何
回
も
叮
嚀
に
話
し
合
っ
て
、

適
当
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
も
ろ
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も
ろ
の
知
事
、
私
意
に
任
せ
て
定
む
べ
か
ら
ず
」
と
、
そ
の
他
の
知

事
も
、
自
分
自
身
の
気
持
ち
だ
け
で
、
何
か
を
決
め
て
は
い
け
な
い

で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
は
典
座
の
項
目
な
の
で
す
が
、
知
事

全
体
に
敷
衍
さ
せ
て
述
べ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
合
議
制
を
強
く
打
ち
出
す
一
方
で
、
資

料
の
◇
に
示
し
た
よ
う
に
、
知
事
を
管
理
者
と
し
て
も
位
置
づ
け
る

記
述
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

一
例
を
紹
介
す
れ
ば
、「
飯
を
蒸
し
羮
を
作
る
に
、
或
い
は
行
者

を
使
い
、
或
い
は
人
工
を
使
い
て
、
他
を
し
て
火
を
燃
か
し
む
（
ご

飯
を
蒸
し
た
り
、
お
か
ず
を
作
っ
た
り
す
る
の
に
、
行
者
や
人
工
を

使
っ
て
火
を
付
け
さ
せ
な
さ
い
）」
と
い
う
形
で
す
。

　
『
典
座
教
訓
』
と
比
べ
る
と
、
こ
こ
は
大
変
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

す
。『
典
座
教
訓
』
で
は
、
行
者
や
人
工
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
、
ど
の
よ
う
な
評
価
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

有
名
な
天
童
山
の
典
座
の
逸
話
は
、次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

天
童
山
の
暑
い
中
で
、
海
苔
を
干
し
て
い
る
老
典
座
が
い

た
。
見
る
に
見
か
ね
て
道
元
禅
師
が
年
齢
を
尋
ね
る
と
、
七
十

歳
近
く
と
の
こ
と
。

　
　
　

そ
れ
に
対
し
て
道
元
禅
師
が
、「
こ
ん
な
暑
い
中
で
、
な
ぜ

人
を
使
わ
な
い
の
で
す
か
」
と
勧
め
る
と
、
典
座
は
、「
他
は

是
れ
吾
に
非
ず
（
他
人
は
私
で
は
な
い
）」
と
答
え
た
。

　

つ
ま
り
、
他
人
に
任
せ
て
は
自
分
の
修
行
に
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
聞
い
て
道
元
禅
師
は
、
典
座
の
職
と
い
う
も

の
が
素
晴
ら
し
い
人
格
者
、
修
行
の
進
ん
だ
人
が
行
う
職
で
あ
る
こ

と
を
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、「
他

は
是
れ
吾
に
非
ず
」
は
、
役
職
者
の
心
構
え
と
し
て
素
晴
ら
し
い
も

の
で
あ
る
、
で
も
、
実
質
の
運
営
と
し
て
は
、
ち
ゃ
ん
と
人
を
使
っ

て
円
滑
な
運
営
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
の
が
、『
知
事
清

規
』
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て

く
る
の
で
す
。

（
四
）
直
歳

　

最
後
に
「
直
歳
」
で
す
。
資
料
三
頁
に
あ
る
よ
う
に
、『
禅
苑
清

規
』
で
は
、
大
き
な
修
造
、
大
き
な
作
業
の
と
き
に
は
、
み
な
と
商

議
し
な
さ
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

大
と
小
に
分
け
て
、
小
さ
い
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
に
や
り
な
さ
い
。

大
き
な
も
の
は
み
な
で
相
談
し
な
さ
い
。
こ
れ
は
、
大
き
な
組
織
を
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運
営
す
る
上
で
は
、
非
常
に
有
効
な
手
段
で
す
し
、
極
め
て
常
識
的

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
道
元
禅
師
の
コ
メ
ン
ト
で
も
、「
公
を

も
っ
て
心
と
な
し
、
私
を
も
っ
て
心
と
す
る
な
か
れ
」
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
公
衆
を
意
識
し
、
個
人
的
利
益
を
捨
て
て
努
め
て
ゆ
く
べ
き

こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、直
歳
の
ほ
う
で
も
、「
人
工
等
の
所
作
の
成
否
を

照
顧
す
べ
し
」と
、い
ろ
い
ろ
な
作
務
の
中
で
、し
っ
か
り
と
下
働
き

の
人
た
ち
を
管
理
す
る
こ
と
も
、職
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
五
）
知
事
の
位
置
づ
け

　

以
上
の
傾
向
に
つ
い
て
、
三
頁
の
◆
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
ま

ず
、「
知
事
間
合
議
制
の
強
調
」
が
、
ど
う
し
て
も
道
元
禅
師
の
コ

メ
ン
ト
に
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
同
事
に
、

「
専
管
項
目
の
減
少
」
も
言
っ
て
い
る
。
小
さ
な
仕
事
に
つ
い
て
、

『
禅
苑
清
規
』
で
は
知
事
の
判
断
が
許
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
あ
え
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、

結
局
は
、
な
る
べ
く
み
な
で
話
し
合
い
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
す
ね
。

　

た
だ
し
こ
れ
は
、
永
平
寺
が
ど
れ
だ
け
の
規
模
だ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
も
、
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
じ
つ
は
永
平
寺
は
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
、
数
十
人
と
い
う

規
模
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
特
に
波
著
寺
や
天
台

宗
系
、
白
山
天
台
系
、
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が
集
ま
っ
て
、
道
元
門

下
、
永
平
寺
の
僧
団
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

と
き
に
、
や
は
り
、
そ
の
中
で
の
合
議
制
が
強
調
さ
れ
る
必
要
性
が

あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
知
事
は
、
管
理
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
住
職
に
相
談
し
な
さ
い
、
私
に

相
談
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
の
で
す
。
道
元
禅
師
が
書

か
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
全
部
私
に
相
談
し
な
さ
い
、
と
す

る
の
が
自
然
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
い
。
じ
つ

は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
道
元
禅
師
が
、
僧
団
を
ど
の
よ
う
に
形
作
ろ
う

と
し
て
い
た
の
か
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
、

修
行
僧
た
ち
を
、
道
元
禅
師
ご
自
身
も
含
め
て
、
全
体
的
に
並
列
に

考
え
て
い
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
み
な
同
じ
レ
ベ
ル
と

し
て
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
上
下
関
係
は
な
る
べ
く
付
け
な
い
よ
う

に
し
な
が
ら
、
た
だ
し
、
当
時
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
禅
林
の

運
営
形
式
も
用
い
な
が
ら
永
平
寺
の
運
営
方
式
を
作
り
上
げ
て
い
こ



永
平
寺
と
顕
密
仏
教
（
石
井
）

11─　   ─

う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

後
で
も
う
一
度
、
図
示
し
て
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

三
　
在
家
者
の
位
置
づ
け

　

僧
団
内
は
以
上
の
よ
う
な
形
で
し
た
。
次
に
「
在
家
者
」
に
つ
い

て
見
て
ま
い
り
ま
す
。
当
然
、
お
寺
と
い
う
の
は
、
い
ま
の
檀
家
制

度
と
は
違
う
と
し
て
も
、
在
家
外
護
者
、
つ
ま
り
ス
ポ
ン
サ
ー
が
い

て
運
営
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
そ
れ
は
永

平
寺
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
①
道
元
禅
師
が
直
接
、
在
家
者
に
対
し
て
法
要
を
説
く
も

の
で
す
。
こ
れ
は
『
永
平
広
録
』
の
巻
八
第
五
法
語
（
資
料
ａ
）

で
、
太
宰
府
の
野
助
光
と
い
う
人
に
与
え
た
法
語
で
す
。
そ
れ
か
ら

『
正
法
眼
蔵
』「
現
成
公
案
」
の
巻（
ｂ
）は
、
俗
弟
子
楊
光
秀
（
天

福
元
年
〈
一
二
三
三
〉）
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、『
正
法
眼
蔵
』「
全
機
」
の
巻（
ｃ
）も
、
六
波
羅
蜜
寺
そ
ば
の

波
多
野
義
重
の
邸
宅
に
お
い
て
説
か
れ
た
も
の
で
す
。
あ
る
い
は
、

同
じ
よ
う
に
『
永
平
広
録
』
巻
八
の
第
十
四
法
語（
ｄ
）に
は
、
参

学
大
夫
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
野
助
光
は
半
年
に
一
度
程
度
、

永
平
寺
に
教
え
を
請
い
に
来
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
興
聖
寺

時
代
は
、
と
き
お
り
道
元
禅
師
門
下
に
参
じ
、
教
え
を
請
う
人
に
対

し
て
、
個
人
的
に
法
語
が
書
き
与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。

　

こ
れ
見
て
い
た
だ
く
と
、
説
示
さ
れ
た
時
期
は
嘉
禎
元
年
（
一
二

三
五
）、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）、
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
で
、

す
べ
て
が
、
興
聖
寺
時
代
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。（
ｄ
）
に

つ
い
て
は
、
説
示
年
代
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
永
平
広

録
』
巻
八
に
収
録
さ
れ
る
法
語
は
、
す
べ
て
が
興
聖
寺
時
代
に
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
伊
藤
秀
憲
先
生
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
京
都
に
お
け
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
永
平
寺
に
入
っ
て
か
ら
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
そ
れ
が
じ
つ
は
、
修
行
僧
に
対
し
て
、
在
家
者
へ
の
対
応

方
法
に
つ
い
て
説
く
と
い
う
形
で
し
か
見
え
て
こ
な
い
の
で
す
。
直

接
一
般
の
人
に
法
を
説
く
と
い
う
記
録
が
な
く
な
っ
て
く
る
。
と
い

う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
記
録
が
、『
建
撕
記
』
で
す
と
か
、「
古
文

書
」
な
ど
の
第
二
次
資
料
の
形
で
の
み
残
さ
れ
て
い
て
、
道
元
禅
師

の
著
述
と
し
て
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
れ
ら
の
説
示
を
一
覧
に
し
た
の
が
②
で
す
。
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最
初
の
○
は
興
聖
寺
時
代
の
『
典
座
教
訓
』
で
、
そ
こ
に
は
「
施

主
入
院
」
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
施
主
さ
ん
が
、
修
行
道
場
に
来

て
、
施
斎
を
し
て
く
れ
た
と
き
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
そ
の
時
は
、

知
事
が
み
な
で
話
し
合
っ
て
決
め
な
さ
い
、
そ
れ
が
叢
林
の
旧
例
で

あ
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
合
議
制
が
出
て
い
ま
す
ね
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
二
つ
目
の
○
『
対
大
己
五
夏
閣
梨
法
』、
こ
れ

は
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）、
永
平
寺
に
入
る
直
前
に
、
先
輩
の
僧

侶
に
対
す
る
作
法
を
説
い
た
も
の
で
す
が
、
で
は
、
第
五
十
項
目

に
、「
大
己
若
為
檀
越
説
経
、
正
坐
而
聴
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、「
先
輩
が
檀
家
さ
ん
の
た
め
に
お
経
を
説
い
て
い
る
と
き
に

は
、
正
坐
し
て
聞
き
な
さ
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

三
番
目
の
○
『
知
事
清
規
』
は
、
ち
ょ
っ
と
細
か
く
な
り
ま
す

が
、（
ａ
）で
は
、「
監
院
若
偶
人
天
或
欲
供
衆
、
或
欲
起
塔
先
応
子

細
検
点
于
檀
那
之
正
信
不
信
・
清
浄
不
浄
、
稟
住
持
人
、
而
倶
商

量
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
般
の
人
が
、
修
行
僧
た
ち
へ
の
食
事

の
供
養
や
、
あ
る
い
は
起
塔
、
伽
藍
を
寄
贈
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

と
き
に
は
、
ま
ず
そ
の
檀
越
の
気
持
ち
が
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い

か
、
清
ら
か
か
清
ら
か
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
細
か
く
点
検
し

て
、
住
持
に
上
申
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
み
な
で
考
え
な
さ
い
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
然
測
恭
敬
於
檀
越
施
主
」
と
あ
っ
て
、

檀
越
施
主
を
敬
う
べ
き
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、（
ｂ
）

で
は
、
施
主
が
寺
の
中
に
来
た
ら
、
し
っ
か
り
と
客
位
に
案
配
し

て
、
し
か
る
べ
き
お
客
さ
ん
と
し
て
の
位
置
に
お
通
し
し
て
接
待
を

し
な
さ
い
。
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、「
施
主
」「
施
斎
」
と
い
う
言
葉
は
、『
赴
粥
飯

法
』、「
永
平
寺
庫
院
制
規
」、「
永
平
寺
示
庫
院
文
」
等
、
規
矩
関
係

の
資
料
の
す
べ
て
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
在
家
の

人
が
道
元
禅
師
の
僧
団
、
教
団
、
教
え
、
道
元
禅
師
の
つ
く
り
上
げ

た
宗
教
集
団
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
き
、
興
聖
寺
に
お
い
て
は
、
法
を

説
く
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
部
分
と
、
お
寺
の
運
営
の
経
済
的

な
支
援
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
部
分
と
が
併
存
し
て
い
た
も
の

が
、
永
平
寺
に
入
っ
て
か
ら
は
、
明
確
に
、
寺
院
の
経
済
的
援
助
者

と
し
て
の
位
置
づ
け
に
絞
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け

で
す
。

　

教
団
が
、
ど
の
よ
う
運
営
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
の
を
考
え
た

と
き
に
、
出
家
者
、
在
家
者
と
い
う
も
の
が
同
時
に
同
じ
と
こ
ろ
に

い
て
、
同
じ
修
行
を
す
る
と
い
う
の
は
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
際
の
教
団
と
い
う
形
式
を
考
え
る
と
、
修
行
僧
が
中
心
に
い
て
、
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そ
の
周
辺
に
、
そ
の
人
た
ち
に
供
養
し
、
功
徳
を
得
た
い
と
考
え
て

い
る
人
々
が
集
う
と
い
う
形
式
が
一
般
的
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
い
く
方
向
に
意
識

が
向
い
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

い
ま
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
ま
す
と
、『
知
事
清

規
』
や
そ
の
他
の
清
規
等
か
ら
見
て
い
く
と
、
施
主
・
檀
越
、
つ
ま

り
お
寺
や
修
行
僧
た
ち
に
施
し
を
し
て
く
だ
さ
る
人
々
へ
の
対
応

が
、
永
平
寺
、
特
に
『
知
事
清
規
』
で
は
極
め
て
具
体
化
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
上
で
知
事
間
の
合
議
制
が
強
調
さ
れ
、

専
管
が
縮
小
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
住
持
の
存
在
が
希
薄
化
し
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
は
、
全
体
と
し
て
道
元
禅
師
と
い
う
存
在
が
な
く
な
っ
た

後
に
も
、
永
平
寺
と
い
う
修
行
道
場
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
く

よ
う
な
内
部
機
構
の
充
実
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。

　

ま
た
、
知
事
が
叢
林
行
事
の
管
理
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
数
が
、『
典
座
教
訓
』
で
は
六
知
事
と
な
っ
て
い
た

も
の
が
、『
知
事
清
規
』
で
は
、
四
知
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、『
典
座
教
訓
』
が
中
国
の
制
度
に
倣
っ
た
理
念
的
な
内
容
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、『
知
事
清
規
』
が
実
際
の
永
平
寺
の
運
営
機
構

を
反
映
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
管
理
者
と
し

て
の
位
置
づ
け
も
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
す
。

　

も
う
一
つ
、
資
料
の
《
参
考
》
で
す
が
、
施
主
・
檀
越
の
供
養
を

重
視
す
る
流
れ
の
上
で
、
僧
中
食
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘

で
き
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
僧
中
食
と

い
う
の
は
、
修
行
道
場
の
中
で
典
座
さ
ん
が
食
材
を
調
理
を
し
て
み

な
で
食
べ
る
。
乞
食
は
托
鉢
を
し
て
、
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
み
な

で
持
ち
寄
っ
て
集
め
て
食
べ
る
も
の
な
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
乞

食
に
は
と
て
も
消
極
的
な
の
で
す
。
そ
れ
が
資
料
の（
ａ
）（
ｂ
）に

見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
（
ａ
）は
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』（
長
円
寺
本
巻
一
）
で
、「
況
や

学
仏
道
の
人
に
は
、
施
主
の
供
養
あ
り
、
常
の
乞
食
に
比
す
べ
か
ら

ず
（
ま
し
て
や
仏
法
を
学
ぶ
人
に
は
、
施
主
か
ら
の
供
養
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
常
に
乞
食
を
す
る
こ
と
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
の

だ
）」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
施
主
か
ら
の
供
養
と
い
う
も
の

は
、
仏
道
を
学
ぶ
人
に
は
、
乞
食
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど

大
切
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　
（
ｂ
）『
知
事
清
規
』
に
お
い
て
も
、「
乞
食
尚
障
道
之
例
、
間
有
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之
歟
。
測
知
、
仏
祖
寺
院
之
斎
粥
、
僧
中
最
上
食
也
。
所
以
等
乞
食

之
徳
也
（
乞
食
に
は
、
仏
道
を
妨
げ
る
例
が
ま
ま
に
あ
る
で
あ
ろ

う
。
仏
祖
の
寺
院
の
斎
粥
は
、
僧
中
食
が
最
上
の
食
事
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
乞
食
の
徳
に
等
し

い
の
で
あ
る
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
乞
食
と
施

主
の
供
養
を
同
価
値
と
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
僧
中
食
を

進
め
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

道
元
禅
師
は
な
ぜ
乞
食
に
対
し
て
積
極
的
に
な
ら
な
い
の
か
と
い

う
と
、
他
の
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、「
乞
食
に
回
る
と
、
苦

し
い
け
れ
ど
無
理
を
し
て
供
物
を
出
す
人
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
相

手
の
た
め
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
時
、
そ
の
場
所
に
よ
っ
て
、

斟
酌
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
相
手
に
無
理
を
さ
せ
な
い
よ
う
な

方
法
と
い
う
も
の
を
取
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
出
せ
る
施
主
か
ら
、
い
ま
な
ら
大
丈
夫
だ
と
い
う
と

き
に
い
た
だ
き
な
が
ら
、
し
っ
か
り
蓄
え
て
お
い
て
、
そ
し
て
や
り

繰
り
を
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
を
基
本
に
置
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
紙
半
銭
の
功
徳
を
全
国
に
わ
た
っ
て
求

め
る
よ
り
も
、
そ
れ
な
り
に
余
裕
の
あ
る
人
、
そ
し
て
教
団
に
し
っ

か
り
と
コ
ミ
ッ
ト
し
て
く
れ
る
と
い
う
人
か
ら
の
供
養
と
い
う
も
の

を
重
視
し
て
、
お
寺
の
運
営
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
、
道
元
禅
師

の
、
永
平
寺
に
お
け
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

す
。

　

資
料
の
ほ
う
で
は
一
番
後
ろ
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
頁
の
と
こ

ろ
に
、
永
平
寺
教
団
シ
ス
テ
ム
（
仮
説
）
と
し
ま
し
た
。
い
ま
触
れ

て
き
た
内
容
を
も
と
に
、
永
平
寺
の
運
営
形
態
を
模
式
化
し
た
も
の

で
す
。
住
持
の
存
在
を
希
薄
化
し
た
中
で
、
知
事
の
合
議
制
が
う
た

わ
れ
る
。
そ
の
知
事
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
規
に
則
っ
て

一
年
交
代
制
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
永
平
寺
の
内
部
で
は
、
住
持
、
知
事
、
修
行
僧
と
い
う
よ

う
な
縦
系
列
は
存
在
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
道
元

禅
師
は
仏
法
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
知
事
は
僧
団
の
運

営
の
管
理
者
と
し
て
合
議
制
を
う
た
い
つ
つ
、
人
工
・
行
者
・
火
客

と
い
う
使
用
人
な
ど
は
管
理
さ
れ
る
存
在
と
し
て
修
行
僧
と
は
分
け

ら
れ
て
い
る
形
と
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
在
家
信
者
は
、
永
平
寺
の
お
坊
さ
ん
た
ち
、
あ
る
い
は
お

寺
の
中
に
い
る
在
家
者
も
含
め
た
修
行
道
場
と
い
う
も
の
に
対
し

て
、
三
宝
供
養
と
い
う
か
た
ち
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る
も
の
と
し
て
位
置
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づ
け
て
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
在
家
者
の
供
養
に
対
し
て
出
家
者
が
何
を
返
す
の
か
と
い

う
と
、
暫
定
的
な
脱
落
の
境
地
と
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の

『
知
事
清
規
』
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
三
宝
供
養
が
成
立
し

た
と
こ
ろ
で
は
、
供
養
を
し
た
人
（
在
家
者
）
は
、
そ
の
時
だ
け
で

す
が
、
修
行
僧
と
同
じ
高
い
境
涯
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
「
三
輪
清
浄
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
施
者
、
受
者
、
施
物
。
供
養
が
成
立
し
た
時
点
で
は
、
す
べ
て

が
清
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
境
涯
と
し
て
同
じ

レ
ベ
ル
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
「
施
者
」
た
ち
は
、
仏
法
を
説
く
対
象
で
は
な

く
、
永
平
寺
と
い
う
修
行
道
場
の
運
営
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

図
の
中
の
「
波
著
寺
」
は
達
磨
宗
の
お
寺
で
す
が
、
道
元
門
下
の

人
た
ち
の
多
く
の
出
身
母
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

荘
園
に
つ
い
て
は
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
少
し
は
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
中
世
的
文
脈
の
も
と
に
書
き
入
れ
て
あ
り
ま

す
。

四
　
中
世
の
寺
院
勢
力
と
禅
宗
─
─
顕
密
仏
教
と
異
端
─
─

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、『
知
事
清
規
』
の
内
容
か
ら
、
永
平
寺
の

運
営
形
態
に
つ
い
て
見
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
、
日
本
中
世
と

い
う
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
「
中
世
の
寺
院
勢
力
と
禅
宗
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
な

り
ま
す
。

（
一
）
中
世
的
寺
院
勢
力
の
様
相
─
─
顕
密
仏
教
と
異
端
─
─

　

ま
ず
、
日
本
中
世
中
国
五
山
と
は
ど
の
よ
う
な
機
構
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
ま
ず
「
中
世
寺
院
勢
力
の
諸
相
」
と
い
う
形
で
見
て
ま

い
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
顕
密
仏
教
と
呼
ば
れ
る
形
を
取
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
資
料
の
①
「
中
世
宗
教
の
中
核
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
経
済
基
盤
と
し
て

は
、
寄
進
に
よ
る
造
寺
造
塔
・
寺
領
確
保
を
行
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

顕
密
仏
教
の
ト
ッ
プ
に
は
貴
族
出
身
者
が
い
て
、
そ
の
出
身
の
家
や

関
係
者
か
ら
、
大
き
な
寄
進
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
寺
の
運
営
基
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盤
と
な
る
建
物
や
土
地
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
民
衆
的
基
盤
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

当
然
仏
教
で
す
の
で
、
信
仰
が
基
盤
に
あ
り
ま
す
。
民
衆
統
制
、
こ

れ
は
歴
史
の
方
の
言
葉
な
の
で
、
非
常
に
強
い
言
い
方
を
し
て
い
る

の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
、
神
仏
の
名
の
も
と
、
人
々
が
精
神
的

な
安
定
を
得
る
た
め
に
、
信
仰
の
心
を
持
っ
て
お
寺
に
コ
ミ
ッ
ト
し

て
く
る
。
そ
れ
が
民
衆
統
制
の
基
盤
と
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
こ
れ
で
統
制
で
き
る
か
と
い
う
と
、「
罰
が
当
た
る
よ
」
と

い
う
か
た
ち
で
人
々
を
管
理
す
る
こ
と
や
、
そ
の
逆
に
、
縛
る
の
で

は
な
く
、
先
の
精
神
的
安
定
や
、
僧
侶
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き

た
最
先
端
の
文
化
や
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
を
安

定
さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
井
戸
を
掘
っ
た

り
、
橋
を
架
け
た
り
す
る
よ
う
な
土
木
技
術
も
そ
こ
に
含
ま
れ
ま

す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
宗
徒
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
す
ね
。

　

ま
た
、
お
寺
の
土
地
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
土
地
を
貸
し
与
え

る
、
つ
ま
り
小
作
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
が
で
き
る

基
盤
を
与
え
る
の
で
す
。

　

技
術
の
提
供
で
一
番
有
名
な
の
は
、
こ
れ
は
顕
密
体
制
の
前
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
空
海
さ
ん
が
満
濃
池
を
作
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
何

度
堤
防
を
築
い
て
も
崩
れ
て
し
ま
う
、
そ
こ
に
逆
ア
ー
チ
型
の
堤
防

を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
崩
れ
な
い
、
そ
れ
以
来
、
地
域
の
人
々

は
、
水
に
困
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
伝
承
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
、
多
く
の
僧
侶
が
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
統
制
と
供
与
に
よ
っ
て
、
お
寺
と
人
々
と
の
関
係

に
世
俗
的
隷
属
関
係
が
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
、
た

だ
の
信
者
と
僧
侶
と
い
う
位
置
関
係
に
プ
ラ
ス
し
て
、
経
済
的
、
精

神
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
強
い
結
び
つ
き
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た

の
が
、
中
世
の
寺
院
勢
力
だ
と
い
う
の
が
黒
田
俊
雄
さ
ん
の
提
唱
し

た
顕
密
体
制
論
な
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
お
寺
は
権
門
化
し
ま
す
。
寺
院
が
土
地
を
持
ち
、

そ
こ
に
人
を
雇
う
、
つ
ま
り
領
民
を
持
ち
ま
す
。
中
世
は
、
朝
廷
も

幕
府
も
力
が
弱
ま
っ
て
い
て
、
分
国
大
名
が
天
下
統
一
を
図
ろ
う
と

い
う
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
長
く
続
く
中
で
、
寺
院
は
、

絶
対
に
土
地
を
取
ら
れ
て
は
困
る
の
で
、
僧
兵
と
い
う
か
た
ち
で
武

力
を
蓄
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
武
士
の
支
配
に
対

抗
す
る
勢
力
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
当
時
の
大
き
な
お
寺
の

方
向
性
だ
っ
た
の
で
す
。
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そ
う
な
り
ま
す
と
、
寺
院
も
天
下
統
一
に
際
し
て
の
、
討
伐
の
対

象
と
な
っ
て
き
ま
す
。
信
長
が
比
叡
山
を
焼
き
討
ち
し
、
石
山
本
願

寺
を
つ
ぶ
し
ま
し
た
。
秀
吉
も
高
野
山
の
刀
狩
り
し
ま
し
た
。
寺
院

の
武
力
解
除
を
行
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
形
が
出
来
上
が
っ
て
い
た

か
ら
な
の
で
す
。

　

こ
れ
が
、
一
つ
の
中
世
の
仏
教
も
大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
主
張
し

た
の
が
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
黒
田
俊
雄
先
生
の
『
日
本
中
世
の
社

会
と
宗
教
』（
岩
波
書
店
）
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
お
弟
子

さ
ん
の
平
雅
行
先
生
が
、『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』（
塙
書
房
）

と
い
う
か
た
ち
で
具
体
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ

が
、
日
本
中
世
の
仏
教
の
特
徴
な
の
だ
と
主
張
さ
れ
た
の
で
す
。

　

い
ま
申
し
上
げ
ま
し
た
の
が
顕
密
仏
教
で
す
。
つ
ま
り
、
朝
廷
や

幕
府
と
い
う
権
力
か
ら
独
立
し
て
、
一
つ
の
権
門
化
し
た
国
家
と
な

る
。
国
の
よ
う
に
な
る
の
で
す
ね
。
住
職
、
学
匠
、
こ
れ
は
貴
族
出

身
の
僧
侶
が
い
て
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が
、
自
分
の
出
身
母
体
か

ら
、
多
く
の
土
地
を
寄
進
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
伽
藍
と
い
う
も
の

を
寄
進
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
寺
と
い
う
も
の
は
成
り

立
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
を
、
武
士
階
級
の
次
男
、
三
男
を
中
心
と
し
た
「
堂
衆
」
と

い
わ
れ
る
人
々
が
武
装
し
て
守
る
。
さ
ら
に
そ
の
影
響
力
を
全
国
に

広
げ
る
た
め
に
、
勧
進
聖
た
ち
│
│
武
蔵
坊
弁
慶
の
よ
う
な
人
た
ち

で
す
│
│
が
全
国
を
回
っ
て
、
仏
法
護
持
の
寄
附
を
募
る
と
い
う
図

式
な
の
で
す
。

　

こ
こ
に
は
、
ま
さ
し
く
支
配
、
非
支
配
の
関
係
が
成
立
し
ま
す
。

荘
園
領
民
は
土
地
を
与
え
ら
れ
、
年
貢
や
供
物
を
お
寺
に
供
養
す

る
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
先
端
技
術
の
供
与
や
、
精
神
的
な
安
定

材
料
と
し
て
、
ご
本
尊
様
が
後
ろ
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

雨
乞
い
等
の
祈
祷
も
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
黒
田
さ
ん

は
、
こ
れ
が
中
世
的
な
日
本
仏
教
の
在
り
方
だ
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
中
世
の
仏
教
と
い
う
と
鎌
倉
新
仏
教
を
指
し
て
い

ま
し
た
。
禅
、
日
蓮
、
浄
土
な
ど
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
黒
田
さ

ん
は
、
中
世
仏
教
は
顕
密
仏
教
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
仏
教
改

革
運
動
と
い
う
の
は
、
全
部
「
異
端
」
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
黒
田
さ
ん
の
理
論
だ
と
、
道
元
禅
師
や
親
鸞
さ
ん
日
蓮

さ
ん
と
い
っ
た
鎌
倉
新
仏
教
の
開
祖
は
み
な
異
端
な
ん
で
す
。
け
れ

ど
も
そ
の
後
、
教
団
組
織
が
で
き
て
く
る
と
、
そ
れ
は
み
な
顕
密
的

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。「
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
だ
」
と
い
う
の

が
、
黒
田
さ
ん
の
言
い
方
。「
だ
か
ら
中
世
仏
教
の
中
心
で
は
な



永
平
寺
と
顕
密
仏
教
（
石
井
）

18─　   ─

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。

　

私
は
こ
れ
に
対
し
て
反
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
先
ほ
ど
の
、
道

元
禅
師
が
つ
く
り
上
げ
て
い
こ
う
と
さ
れ
た
『
知
事
清
規
』
に
見
え

て
く
る
教
団
組
織
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
れ
を
ご
紹
介
す
る
前
に
、
松
尾
剛
次
先
生
が
反
論
を
さ
れ
て
い

る
の
で
、
ま
ず
ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
資
料
の

②
で
す
。
私
は
、
松
尾
先
生
の
「
中
世
仏
教
」
の
捉
え
方
の
ほ
う
が

自
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

松
尾
先
生
の
考
え
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
は
国
家
仏
教
で
あ
る

と
。
集
団
に
対
し
て
祈
祷
し
、
そ
し
て
集
団
的
救
済
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
と
。
そ
れ
に
対
し
て
中
世
仏
教
は
、
個
人
救
済
に
視
点
を
移

し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
集
団
の
救
済
か
ら
個
人
救
済
へ
と
展
開

し
た
の
が
中
世
仏
教
だ
と
す
る
と
、
あ
く
ま
で
も
中
世
仏
教
の
中
心

は
改
革
派
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
に
な
か
っ
た
中
世
的
な
部
分
で
あ
る
と
。

そ
し
て
、
多
様
な
人
々
へ
の
救
済
を
実
現
す
る
た
め
に
、
各
宗
派
が

独
自
の
入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
や
教
団
組
織
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
、
そ
れ
が
中
世
仏
教
で
あ
る
と
い
う
の
が
松
尾
先
生
な
の
で

す
ね
。

　

黒
田
理
論
で
は
、
教
団
運
営
の
全
体
的
な
か
た
ち
と
い
う
も
の
を

見
て
、
そ
れ
に
合
っ
て
い
る
か
合
っ
て
い
な
い
か
で
、
中
世
、
非
中

世
を
判
断
し
ま
す
。
松
尾
さ
ん
は
、
教
団
の
形
式
と
い
う
の
は
そ
れ

ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
で
、
画
一
的
に
見
た
っ
て
無
理
だ
と
。
そ
れ
よ
り

も
、
ど
こ
を
目
指
し
て
い
た
の
か
で
見
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
私
は
ま
さ
し
く
こ
ち
ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

教
団
組
織
は
た
ぶ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
が
あ
り
ま
す
。
当

然
、
浄
土
真
宗
と
禅
宗
が
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
異
端
だ
っ
た
と
言

わ
れ
て
も
、
正
直
言
っ
て
納
得
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
日
本
で
教
団
運
営
、
僧
団
運
営
を
し
て
い
く
と
な
る
と
、
あ
る

か
た
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、「
顕
密
仏
教
」

の
形
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
黒
田
理
論

は
、
日
本
仏
教
の
基
本
形
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
優
れ
て

い
ま
す
。
世
界
的
に
も
こ
れ
は
、
日
本
の
仏
教
と
い
う
こ
と
で
通
用

し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
が
中
世
的
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
私
は
、「
こ
れ
が
中
世
だ
」
と
い
う
の
は
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
で
も
、
こ
れ
が
日
本
で
お
寺
が
在
家
者
を
含
め
た
組
織
を
つ

く
っ
て
い
く
上
の
基
本
的
な
か
た
ち
で
あ
る
と
捉
え
る
分
に
お
い
て

は
、
ま
さ
し
く
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
と
。
そ
の
中
で
、
個
人
を
見
た
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の
か
、
国
家
あ
る
い
は
集
団
を
見
た
の
か
と
い
う
、
方
向
性
の
変
化

で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

（
二
）
中
世
禅
林
の
教
団
運
営
─
─
五
山
と
林
下
─
─

　

で
は
永
平
寺
は
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
、

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
、
最
初
に
お
話
し
し
た
五
山
制
度
の

存
在
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

禅
宗
の
場
合
に
は
、
中
国
で
確
立
さ
れ
た
五
山
制
度
と
い
う
の

が
、
歴
然
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。『
禅
苑
清
規
』
は
、
そ
の
制

度
に
基
づ
い
て
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か

と
い
え
ば
、
運
営
す
べ
て
が
朝
廷
・
幕
府
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
も

の
で
す
。
つ
ま
り
、
官
立
の
お
寺
に
な
る
わ
け
で
す
。
お
坊
さ
ん
は

み
な
国
家
公
務
員
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
住
持
任
命
権
も
政
府
が

持
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
直
接
の
人
選
は
僧
録
司
。
こ
の
僧
録
と

い
う
の
は
、
強
い
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
時
代
が
下
り
ま
す
が
、
金
地
院
崇
伝
で
す
ね
。

家
康
の
下
で
、「
黒
衣
の
宰
相
」
と
言
わ
れ
た
人
で
す
。

　

住
持
だ
け
で
な
く
、
知
事
も
、
政
府
よ
り
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
の

が
、
基
本
的
な
五
山
の
か
た
ち
で
す
。
こ
れ
は
中
国
の
か
た
ち
で
す

が
、
中
国
宋
代
は
、
尚
書
省
と
い
う
、
日
本
で
言
え
ば
宮
内
庁
の
よ

う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
礼
部
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
指
令
が
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
お
坊
さ
ん

の
資
格
、
度
牒
と
い
う
証
明
書
の
発
給
は
、
吏
部
が
司
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
度
牒
は
買
う
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
非
常
に
重
要
な
財

源
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

礼
部
で
住
持
、
知
事
が
任
命
さ
れ
ま
す
か
ら
、
住
職
が
自
分
の
部

下
と
し
て
知
事
を
任
命
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
「
天
童

山
に
、
あ
な
た
は
住
職
と
し
て
入
り
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
が
来
て

入
り
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
知
事
も
礼
部
か
ら
派
遣
さ
れ
ま
す
。

お
た
く
は
天
童
山
の
維
那
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。
そ
ん
な
ぐ
あ
い

で
し
ょ
う
か
。

　

修
行
僧
た
ち
は
、「
あ
の
住
職
の
下
で
修
行
し
た
い
」
と
い
う
人

た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
知
事
さ
ん
た
ち
が
統
制
し
て
い
く

と
い
う
図
式
で
す
。

　

ま
た
、
土
地
も
所
有
し
て
い
ま
し
た
。
国
立
の
お
寺
で
、
そ
の
お

寺
所
属
の
荘
園
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
荘
主
と
い
う
も
の
が
雇
わ
れ

て
い
ま
す
。
住
職
も
、
そ
の
土
地
を
見
回
り
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。
禅
籍
に
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
来
週
は
ど
こ
そ
こ
の
荘
園
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に
見
回
り
に
行
こ
う
、
な
ど
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。
そ
う
い
う
か
た

ち
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
五
山
で
す
。

　

日
本
の
場
合
は
、
僧
録
司
は
、
は
じ
め
鹿
苑
僧
録
で
、
の
ち
に
金

地
院
僧
録
と
な
り
ま
し
た
。
中
世
は
、
鹿
苑
僧
録
が
、
非
常
に
大
き

な
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
日
は
資
料
に
は
示
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
中
国
で
の
住
職
の
任

命
方
法
の
一
つ
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
各
寺
院
が
公
選
で
五
人

を
礼
部
に
推
挙
し
、
僧
録
司
が
そ
の
五
人
の
中
か
ら
一
人
を
選
ん
で

任
命
す
る
と
い
う
方
式
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

じ
つ
は
、
五
山
制
度
の
詳
細
は
、
ま
だ
明
確
に
は
分
か
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。こ
こ
で
は
、資
料
の
参
考
文
献
で
示
し
た
、高
雄
義
堅
先
生

の
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』（
百
華
苑
）
や
石
川
重
雄
先
生
の
「
宋

代
勅
差
住
持
制
小
考
│
│
高
麗
寺
尚
書
省
牒
碑
を
手
が
か
り
に

│
│
」（『
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
集
』
第
三
集
）
に
よ
っ
て
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
じ
つ
は
記
録
に
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

ど
こ
ま
で
全
体
に
敷
衍
し
て
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
五
山
も
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
行
わ
れ

て
い
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
鹿
苑
僧
録
が
、
大
き

な
権
力
を
得
ま
し
た
の
で
。

　

こ
の
よ
う
な
五
山
制
度
の
下
で
つ
く
ら
れ
た
『
禅
苑
清
規
』
に
、

永
平
寺
の
叢
林
運
営
は
依
拠
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
オ
プ
シ
ョ

ン
が
、『
知
事
清
規
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
と
い
う
形
式
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
修
行
道
場
の
運
営
形
態
は
、
ど
う
し

て
も
中
国
の
五
山
制
度
と
い
う
も
の
を
基
本
に
置
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
知
事
に
よ
る
運
営
や
、
行
者
な
ど
の
使
用
で
す
。
け

れ
ど
も
、
経
済
的
基
盤
は
外
護
者
と
周
辺
の
在
家
信
者
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
に
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
中
世
と
い
う
基
盤

を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
在
家
者
を
、
法
を
説
く
対
象
で
は
な
く
、
施
主
檀
越
と

し
て
位
置
づ
け
、
僧
侶
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
へ
の
丁
寧

な
対
応
を
要
求
す
る
と
い
う
、
永
平
寺
に
お
け
る
道
元
禅
師
の
説
示

傾
向
と
し
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ

こ
に
は
顕
密
仏
教
的
な
側
面
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
、「
行
っ
て
来
い
」
の
関
係

が
な
い
と
成
立
し
ま
せ
ん
。
で
は
、「
行
っ
て
来
い
」
の
関
係
を
作

る
た
め
の
中
国
か
ら
移
植
し
た
新
し
い
方
式
と
は
何
か
と
い
う
と
、

道
元
禅
師
に
と
っ
て
は
、
長
連
床
上
の
修
行
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

し
っ
か
り
と
し
た
修
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
供
養
す
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る
側
に
も
「
高
い
仏
教
的
境
涯
」
が
分
け
与
え
ら
れ
る
と
い
う
図
式

に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、「
永
平
寺
運
営
シ
ス
テ
ム

（
仮
説
）」
の
右
下
の
上
下
の
矢
印
で
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

こ
の
図
で
も
う
一
つ
、
五
山
と
の
違
い
と
し
て
示
し
た
の
が
、
朝

廷
や
幕
府
と
の
関
連
を
切
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
住
職
の
任
命

権
、
知
事
の
任
命
権
と
い
う
の
は
、
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
、

そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
は
五
山
的
な
方
式
で
は
な
く
、
内
部
で
決
定

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
見
る
と
、
永
平
寺
は
、

伝
統
的
な
禅
宗
の
内
部
組
織
を
、
外
部
の
影
響
の
ま
っ
た
く
な
い
状

態
で
独
立
し
た
か
た
ち
で
運
営
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
日
本
の
林
下
禅
林
と
い
わ
れ
る
存
在
の
特
徴
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
経
済
的
基
盤
に
目
を
移
す
と
、
永
平
寺
の
場
合
は
、
不

特
定
多
数
の
在
家
信
者
よ
り
も
、
波
多
野
氏
と
い
う
存
在
が
大
き
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
波
多
野
氏
と
い
う
大
き
な
外
護
者
と
、
そ
の
他
の

地
域
の
人
々
と
で
作
り
上
げ
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
も
の

が
、
永
平
寺
の
存
立
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
や
は

り
日
本
で
お
寺
を
運
営
し
て
い
く
上
で
は
、
先
ほ
ど
の
黒
田
理
論
に

基
づ
い
た
、
顕
密
的
な
人
間
関
係
、
組
織
構
築
と
い
う
も
の
は
外
せ

な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
永
平
寺
を
見
た
時
、
そ
れ
は
、
顕
密
的
な
運
営
を
行

い
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
、
修
行
僧
や
、
寺
院
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る

人
々
個
々
の
安
心
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
世
仏
教

を
考
え
た
時
、
松
尾
先
生
の
考
え
方
の
ほ
う
が
、
私
は
す
っ
き
り
す

る
と
い
う
の
は
こ
こ
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
永
平
寺
の
教
団
と
い
う
の
は
、
中
国
的
五
山
禅
林

の
運
営
制
度
と
、
日
本
的
な
お
寺
の
組
織
化
と
い
う
も
の
を
、
組
み

合
わ
せ
る
か
た
ち
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
出
版

さ
れ
る
本
（『
構
築
さ
れ
た
仏
教
思
想 

道
元
│
│
仏
で
あ
る
が
ゆ
え

に
坐
す
│
│
』
佼
成
出
版
社
）
に
書
い
た
内
容
で
す
が
、
思
想
的
な

面
で
も
、
同
じ
よ
う
な
捉
え
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
、
最
後
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

五
　『
正
法
眼
蔵
』
解
釈
の
可
能
性

　

こ
れ
ま
で
、
永
平
寺
の
運
営
形
式
に
的
を
絞
り
、
中
国
か
ら
の
直

接
輸
入
と
、
日
本
的
に
道
元
禅
師
が
そ
れ
を
咀
嚼
し
て
つ
く
り
上
げ

た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

思
想
面
、
例
え
ば
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
む
場
合
に
あ
っ
て
も
、
中
国
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禅
を
受
け
た
部
分
と
道
元
禅
師
的
展
開
と
を
明
確
に
分
け
て
理
解
し

て
い
く
こ
と
が
、
道
元
思
想
の
特
徴
を
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
さ
せ
る

も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、「
家
常
」
巻
を
用
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
な
ぜ
こ
の
巻
か
と
言
う
と
、
こ
の
巻
に
用
い
ら
れ
る
「
独
坐
大

雄
峰
」
の
話
が
、
唐
代
、
宋
代
、
道
元
禅
師
と
い
う
三
段
階
の
解
釈

を
明
確
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
格
好
の
例
だ
か
ら
で
す
。

　

資
料
①
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、『
正
法
眼
蔵
』「
家
常
」
巻
に
引
用

さ
れ
る
の
は
『
如
浄
録
』
で
す
。

　
　

僧
問
百
丈
、
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
、
独
坐
大
雄
峰
。（
あ

る
僧
が
百
丈
に
質
問
を
し
た
。
素
晴
ら
し
い
こ
と
と
は
い
っ
た

い
何
で
し
ょ
う
か
。
百
丈
は
答
え
た
、
私
が
こ
の
大
雄
峰
に
、

一
人
坐
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
）

　

資
料
で
す
と
、
波
線
を
付
け
た
部
分
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
如

浄
禅
師
が
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
ま
す
。

　
　

浄
慈
鉢
盂
、
移
過
天
童
喫
飯
（
浄
慈
寺
で
使
っ
て
い
た
応
量
器

を
、
天
童
山
に
移
し
て
、〈
同
じ
器
で
〉
食
事
す
る
）

　

こ
こ
で
は
、「
独
坐
」
が
「
喫
飯
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
ま

す
。「
浄
慈
寺
か
ら
天
童
山
に
移
っ
て
も
、
同
じ
応
量
器
で
食
事
を

す
る
こ
と
、
同
じ
修
行
を
行
う
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
だ
」

と
い
う
の
が
、
基
本
的
に
『
如
浄
録
』
で
の
趣
旨
と
い
え
ま
す
。
そ

の
背
景
に
は
、
天
童
山
の
明
確
な
五
山
で
す
か
ら
、
お
役
所
か
ら
の

命
令
で
、
お
寺
を
移
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
判
断
で

行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

そ
の
文
脈
の
中
で
は
、「
私
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
同
じ
器
で
食

べ
る
（
同
じ
気
持
ち
で
修
行
す
る
）」
と
い
う
こ
と
が
、
如
浄
さ
ん

な
り
の
「
独
坐
大
雄
峰
」
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

資
料
②
の
『
碧
巌
録
』
で
は
、
自
分
自
身
の
存
在
位
置
を
明
確
化

す
る
こ
と
が
奇
特
の
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
私
が
こ
こ
に

い
る
、
ど
っ
し
り
と
坐
っ
て
、
身
動
き
し
な
い
で
い
る
の
が
素
晴
ら

し
い
こ
と
な
の
だ
」
と
。
そ
れ
を
如
浄
は
「
私
は
寺
を
移
る
が
、

移
っ
て
も
同
じ
飯
を
食
う
（
同
じ
修
行
を
す
る
）
こ
と
が
す
ご
い
こ

と
な
の
だ
」
と
展
開
さ
せ
て
い
る
、
こ
れ
を
五
山
制
度
の
文
脈
の
中

で
解
釈
す
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
を
さ
ら
に
道
元
禅
師
は
、「
奇
特
事
は
、
条
条
面
面
み
な
喫

飯
な
り
」
と
言
い
換
え
ま
す
。「
家
常
」
巻
が
選
述
さ
れ
た
の
は
、

道
元
禅
師
が
こ
れ
か
ら
永
平
寺
に
入
る
と
い
う
時
期
で
す
。
そ
の
意

味
で
は
、
新
し
い
お
寺
に
入
る
と
い
う
、
如
浄
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
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ン
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
状
況
に
あ
っ
て
、「
一
番
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
、
一
つ
の
在

り
方
、
そ
の
場
そ
の
場
が
、
す
べ
て
食
事
を
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
如
浄
禅
師
が
、
同
じ
器
で
ご
飯
を
食
べ
る

と
い
う
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
言
っ
た
、
そ
れ
を
、
ご
飯
を

食
べ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
い
ま
の
自
分
を
普
通
を
表
現
す
る
こ
と

な
の
だ
と
普
遍
化
し
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
五
山
制
度
は
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と

い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
道
元
禅
師
は
引
用
末
尾
の
傍
線
部
の
よ
う
に
「
一
口
吞
虚

空
、
虚
空
合
掌
受
な
り
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

応
量
器
の
丸
い
形
状
を
「
口
」
に
喩
え
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
口
で
食
べ
る
こ
と
を
、「
す
べ
て
を
取
り
入
れ
る
」
こ
と

へ
と
展
開
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。

　

百
丈
の
個
の
尊
厳
性
の
主
張
も
、
十
方
住
持
制
を
背
景
と
し
た
如

浄
の
一
貫
し
た
生
活
態
度
も
、
と
も
に
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
つ

つ
、
そ
れ
を
叢
林
生
活
の
顕
彰
へ
と
結
び
つ
け
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。

　

引
用
文
中
に
、「
独
坐
大
雄
峰
す
な
わ
ち
こ
れ
喫
飯
な
り
」
と
も

あ
り
ま
す
。
百
丈
さ
ん
が
一
人
、
大
雄
峰
に
坐
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
つ
ま
り
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
と
い
う
の

で
す
。
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
仕

事
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
僧
堂
修
行
を
続
け
る
、
と
い
う

展
開
に
、
こ
の
「
家
常
」
巻
で
は
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

資
料
◇
は
、
そ
の
一
連
の
流
れ
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
唐
代
の
百
丈
、
宋
代
の
如
浄
、
そ
し
て
道
元
禅

師
と
、
時
代
ご
と
の
解
釈
を
試
み
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
最
後
の
◆
で

す
け
れ
ど
も
、
道
元
禅
師
の
引
用
文
の
内
容
を
、
そ
れ
ら
が
成
立
し

た
時
代
、
地
域
の
状
況
を
折
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
初
的

解
釈
と
い
う
も
の
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
ど
う
咀
嚼
さ
れ

て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ
が
、『
正

法
眼
蔵
』
の
主
張
の
明
確
化
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
い
ま
ま
で
は
私
た
ち
は
、『
正
法
眼
蔵
』
を
解
釈
す
る

と
き
に
、
そ
れ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
と
い
う
の
は
、
道
元
禅
師

の
文
脈
で
し
か
解
釈
し
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
番
有
名
な
話

は
、「
馬
祖
磨
甎
作
鏡
」
で
す
。
馬
祖
道
一
が
坐
禅
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
南
嶽
懐
譲
が
聞
き
ま
す
。
き
み
は
何
を
し
て
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い
る
の
か
ね
。
仏
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
南

嶽
懐
譲
は
、
い
き
な
り
敷
瓦
を
研
ぎ
始
め
た
。
す
る
と
馬
祖
さ
ん

が
、
お
師
匠
さ
ん
、
何
を
な
さ
い
ま
す
か
。
敷
瓦
を
磨
い
て
鏡
に
す

る
の
だ
、
と
言
う
と
、
馬
祖
さ
ん
は
、
お
師
匠
さ
ん
、
瓦
を
磨
い
て

も
鏡
に
は
な
ら
な
い
で
す
よ
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
懐
譲
さ

ん
が
、
そ
う
だ
ろ
う
。
坐
禅
し
て
も
仏
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
と
言
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
文
脈
で
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
、
曹
洞
宗
で

は
、
仏
と
な
る
た
め
に
坐
禅
を
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
に
解
釈
し
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
は
違
い
ま
す
。
洪
州
宗
の
禅
風

に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
と
、
こ
れ
は
、
坐
禅
ば
か
り
し
て
い
て
は
仏

に
な
ど
な
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
日
常
生
活
全
体

が
、
す
べ
て
が
仏
行
だ
と
い
う
の
が
、
洪
州
宗
の
禅
で
す
か
ら
、
日

常
生
活
全
体
が
修
行
な
の
に
、
坐
禅
だ
け
に
拘
泥
し
て
い
て
は
仏
に

は
な
れ
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
い
の
で
、
道
元
禅
師
は
、
こ
れ
は
馬
祖
が
仏
と

な
っ
て
か
ら
坐
禅
を
し
て
い
る
ん
だ
と
、
前
提
を
変
え
て
、
そ
こ
か

ら
坐
禅
は
仏
と
な
る
た
め
で
は
な
く
、
仏
と
し
て
の
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
と
い
う
方
向
に
解
釈
を
変
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
石
井
修

道
先
生
が
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』（
大
蔵
出
版
）
で
指
摘
さ

れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道

元
禅
の
特
徴
が
際
立
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
「
家
常
」
巻
も
そ
れ
と
同
様
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の

背
景
に
あ
る
、
如
浄
さ
ん
の
教
え
と
い
う
の
は
、
五
山
を
背
景
に
し

て
い
る
も
の
の
、
道
元
禅
師
は
、
正
直
言
っ
て
、
五
山
を
ま
っ
た
く

意
識
す
る
こ
と
な
く
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
言
葉
を
普
遍
化
し

て
、
そ
れ
を
、
ご
自
身
の
叢
林
生
活
へ
と
引
き
つ
け
て
解
釈
し
て
い

る
の
で
す
。

　

た
だ
し
、そ
の
背
景
に
は
、先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
、日

本
の
中
世
的
な
教
団
の
組
織
形
態
や
運
営
に
対
す
る
意
識
も
存
在
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
要
素
が
混
じ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

思
想
的
に
も
実
践
面
で
も
、
新
し
い
か
た
ち
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

く
と
す
れ
ば
、そ
の
要
素
を
分
離
し
検
証
す
る
こ
と
が
、そ
の
本
質
に

迫
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
少
し
駆
け
足
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
れ
か
ら
の
私
の
道
元
禅
の
見
方
の
方
向
性
と
し
て
は
、
唐
代

禅
と
宋
代
禅
と
道
元
禅
を
対
比
す
る
形
で
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
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少
し
前
か
ら
、
唐
代
の
禅
と
宋
代
の
禅
の
違
い
が
注
目
さ
れ
、
か

な
り
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。
ざ
っ
く
り
と
、「
禅
問
答
か
ら
公
案

へ
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

唐
代
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
原
初
的
に
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
も
、
想
像
に
な
る
の
で
す
が
、
機
縁
の
語
が
、
そ

れ
が
発
生
し
た
現
場
を
離
れ
、『
碧
巌
録
』
な
ど
の
公
案
集
の
か
た

ち
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
問
答
自
体
の

解
釈
が
転
換
を
し
て
い
く
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
方
向
な
の
か
。
原
初

的
な
意
味
を
保
持
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
違
う
方
向
に
な
っ
て
い

る
か
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
資
料
を
解
析
し
、
中
国
禅
宗
史
、
禅

思
想
史
を
考
え
る
と
い
う
流
れ
が
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の

流
れ
の
上
に
、
道
元
禅
師
の
思
想
的
な
開
明
と
い
う
も
の
も
載
せ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
、
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
、
今
回
は
、
む
す
び
と
し
て
私
の
思
い
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

道
元
禅
師
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
叢
林
運
営
に
お

い
て
、
内
部
は
、『
禅
苑
清
規
』
を
受
け
た
中
国
的
な
機
構
を
持
ち

な
が
ら
、
外
部
と
の
関
連
も
含
め
た
教
団
運
営
に
お
い
て
は
、
日
本

的
な
、
い
わ
ゆ
る
在
家
信
者
さ
ん
と
の
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
こ
う

と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

よ
く
、「
道
元
禅
師
は
教
団
の
意
識
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
い
方

を
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
は
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

結
果
的
に
道
元
禅
師
が
築
こ
う
と
さ
れ
た
機
構
は
、
確
か
に
、
道
元

禅
師
が
い
な
く
と
も
存
続
で
き
る
よ
う
な
「
合
議
制
」
が
う
た
わ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
禅
師
亡
き
後
、
存
続
し
得
な
か
っ
た
の

で
す
。
三
代
相
論
の
勃
発
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
は
、
道
元
禅
師
が
、
自
分
自
身
の
存
在
の
大
き
さ
に
気
づ
い

て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
道
元
禅
師
が
、

少
し
で
も
そ
れ
を
意
識
し
て
進
ん
で
お
ら
れ
た
ら
、
そ
の
後
の
方
向

は
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味

で
は
、
瑩
山
禅
師
が
、
そ
の
轍
を
踏
む
こ
と
な
く
新
た
に
組
織
化
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
曹
洞
宗
と
い
う
組
織
が
で
き
あ
が
っ

て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
故
あ
る
こ
と
な
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
、
大
変
に
駆
け
足
で
し
た
け
れ
ど
も
、
私
の
お
話
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所

研
究
会
資
料(

2
0
1
5
.
6
.
3
)

永
平
寺
と
顕
密
仏
教

―
『
知
事
清
規
』
に
み
る
道
元
禅
師
の
僧
団
運
営
―

石
井
清
純
（
駒
澤
大
学)

【
一
】
『
永
平
広
録
』
に
見
る
道
元
禅
師
の
説
示
意
識

○
知
事
請
謝
の
上
堂

仁
治
二
年

巻
八･
第
六
法
語
（
直
歳
）

仁
治
三
年

巻
八･

第
七
法
語
（
浄
頭
）

寛
元
元
・
二
年

<

な
し>

寛
元
三
年
十
二
月

巻
二･

第
一
三
七
上
堂
（
謝
監
寺
）

巻
二･

第
一
三
八
上
堂
（
謝
典
座
）

巻
二･

第
一
三
九
上
堂
（
請
監
寺
・
典
座
）

寛
元
四
年

四

月

巻
二･

第
一
五
七
上
堂
（
請
知
客
）

八

月

巻
二･

第
一
九
〇
上
堂
（
謝
新
旧
維
那
・
知
客)

十
二
月

巻
三･

第
二
一
四
上
堂
（
謝
新
旧
監
寺
・
典
座)

宝
治
元
年

<

な
し>

宝
治
二
年
十
二
月

巻
四･

第
二
九
八
上
堂
（
謝
維
那
）

巻
四･
第
二
九
九
上
堂
（
謝
監
寺
）

巻
四･

第
三
〇
〇
上
堂
（
請
監
寺
）

建
長
元
年

夏

巻
四･

第
三
三
六
上
堂
（
請
書
記
）

冬

巻
五･

第
三
五
七
上
堂
（
請
典
座
）

建
長
二
年

秋

巻
五･

第
三
八
五
上
堂
（
謝
維
那
）

十
二
月

巻
五･

第
三
九
八
上
堂
（
請
首
座
）

巻
五･

第
四
〇
一
上
堂
（
請
典
座
）

建
長
三
年

不
明

巻
六･

第
四
一
六
上
堂
（
請
典
座
）

不
明

巻
六･

第
四
六
〇
上
堂
（
請
書
記
）

不
明

巻
六･

第
四
六
七
上
堂
（
請
蔵
主
）

◆
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
知
事･

頭
首
の
交
替
の
上
堂
が
、
清
規
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
。

○
叢
林
機
構
の
初
伝
の
主
張

①
巻
二
・
一
二
八
晩
間
上
堂

今
大
仏
既
為
天
童
之
子
、
亦
行
晩
参
、
是
則
我
朝
之
最
初
也
。

②
同
右
・
一
三
八
謝
典
座
上
堂

我
日
本
国
寺
院
、
典
座
之
法
、
大
仏
初
伝
。

《
参
考
》
『
典
座
教
訓
』
「
山
僧
帰
国
以
降
、
駐
錫
於
建
仁
、
一
両
三
年
。
彼
寺
憖
置
此
職
」

③
巻
四
・
三
一
九
上
堂

坐
禅
是
悟
来
儀
也
、
悟
者
只
管
坐
禅
而
已
。
当
山
始
而
有
僧
堂
、
是
日
本
国
始
聞

之
、
始
見
之
、
始
入
之
、
始
而
坐
之
。

④
巻
五
・
三
五
八
上
堂

日
本
国
人
、
聞
於
上
堂
名
最
初
、
永
平
之
伝
也
。

⑤
同
右
・
四
〇
六
臘
八
上
堂

日
本
国
先
代
曾
伝
仏
生
会
・
仏
涅
槃
会
、
然
而
未
曾
伝
行
仏
成
道
会
。
永
平

始
伝
已
二
十
年
矣
。
自
今
已
後
、
尽
未
来
際
伝
自
行
矣
。

⑥
巻
八
・
一
〇
除
夜
小
参

夫
小
参
者
、
仏
仏
祖
祖
之
家
訓
也
。
我
日
本
国
、
前
代
未
甞
聞
其
名
字
、
何
況

行
乎
。
永
平
始
而
伝
之
以
来
、
已
経
二
十
年
矣
。
国
之
運
也
、
人
之
幸
也
。

｛
⑤･

⑥
の
二
例
、
「
已
経
二
十
年
」
は
建
長
二
年(

1
2
5
0
)

。
こ
の
こ
ろ
十
二
巻
本
が
意
識
さ
れ
た
か
｝

◆
大
仏
寺
建
立
以
降
の
上
堂
で
、
純
粋
叢
林
確
立
の
意
識
が
示
さ
れ
る
。
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愛
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学
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大
学
禅
研
究
所
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会
資
料(
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5
.
6
.
3
)

永
平
寺
と
顕
密
仏
教

―
『
知
事
清
規
』
に
み
る
道
元
禅
師
の
僧
団
運
営
―

石
井
清
純
（
駒
澤
大
学)

【
一
】
『
永
平
広
録
』
に
見
る
道
元
禅
師
の
説
示
意
識

○
知
事
請
謝
の
上
堂

仁
治
二
年

巻
八･

第
六
法
語
（
直
歳
）

仁
治
三
年

巻
八･

第
七
法
語
（
浄
頭
）

寛
元
元
・
二
年

<

な
し>

寛
元
三
年
十
二
月

巻
二･

第
一
三
七
上
堂
（
謝
監
寺
）

巻
二･

第
一
三
八
上
堂
（
謝
典
座
）

巻
二･

第
一
三
九
上
堂
（
請
監
寺
・
典
座
）

寛
元
四
年

四

月

巻
二･

第
一
五
七
上
堂
（
請
知
客
）

八

月

巻
二･

第
一
九
〇
上
堂
（
謝
新
旧
維
那
・
知
客)

十
二
月

巻
三･

第
二
一
四
上
堂
（
謝
新
旧
監
寺
・
典
座)

宝
治
元
年

<

な
し>

宝
治
二
年
十
二
月

巻
四･

第
二
九
八
上
堂
（
謝
維
那
）

巻
四･

第
二
九
九
上
堂
（
謝
監
寺
）

巻
四･

第
三
〇
〇
上
堂
（
請
監
寺
）

建
長
元
年

夏

巻
四･

第
三
三
六
上
堂
（
請
書
記
）

冬

巻
五･

第
三
五
七
上
堂
（
請
典
座
）

建
長
二
年

秋

巻
五･

第
三
八
五
上
堂
（
謝
維
那
）

十
二
月

巻
五･

第
三
九
八
上
堂
（
請
首
座
）

巻
五･

第
四
〇
一
上
堂
（
請
典
座
）

建
長
三
年

不
明

巻
六･

第
四
一
六
上
堂
（
請
典
座
）

不
明

巻
六･

第
四
六
〇
上
堂
（
請
書
記
）

不
明

巻
六･

第
四
六
七
上
堂
（
請
蔵
主
）

◆
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
知
事･

頭
首
の
交
替
の
上
堂
が
、
清
規
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
。

○
叢
林
機
構
の
初
伝
の
主
張

①
巻
二
・
一
二
八
晩
間
上
堂

今
大
仏
既
為
天
童
之
子
、
亦
行
晩
参
、
是
則
我
朝
之
最
初
也
。

②
同
右
・
一
三
八
謝
典
座
上
堂

我
日
本
国
寺
院
、
典
座
之
法
、
大
仏
初
伝
。

《
参
考
》
『
典
座
教
訓
』
「
山
僧
帰
国
以
降
、
駐
錫
於
建
仁
、
一
両
三
年
。
彼
寺
憖
置
此
職
」

③
巻
四
・
三
一
九
上
堂

坐
禅
是
悟
来
儀
也
、
悟
者
只
管
坐
禅
而
已
。
当
山
始
而
有
僧
堂
、
是
日
本
国
始
聞

之
、
始
見
之
、
始
入
之
、
始
而
坐
之
。

④
巻
五
・
三
五
八
上
堂

日
本
国
人
、
聞
於
上
堂
名
最
初
、
永
平
之
伝
也
。

⑤
同
右
・
四
〇
六
臘
八
上
堂

日
本
国
先
代
曾
伝
仏
生
会
・
仏
涅
槃
会
、
然
而
未
曾
伝
行
仏
成
道
会
。
永
平

始
伝
已
二
十
年
矣
。
自
今
已
後
、
尽
未
来
際
伝
自
行
矣
。

⑥
巻
八
・
一
〇
除
夜
小
参

夫
小
参
者
、
仏
仏
祖
祖
之
家
訓
也
。
我
日
本
国
、
前
代
未
甞
聞
其
名
字
、
何
況

行
乎
。
永
平
始
而
伝
之
以
来
、
已
経
二
十
年
矣
。
国
之
運
也
、
人
之
幸
也
。

｛
⑤･

⑥
の
二
例
、
「
已
経
二
十
年
」
は
建
長
二
年(

1
2
5
0
)

。
こ
の
こ
ろ
十
二
巻
本
が
意
識
さ
れ
た
か
｝

◆
大
仏
寺
建
立
以
降
の
上
堂
で
、
純
粋
叢
林
確
立
の
意
識
が
示
さ
れ
る
。
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※
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
僧
団
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
」
（
駒
大
仏
教
学
部
論
集
二
〇
、
一
九
八
九
）

【
二
】
『
知
事
清
規
』
の
内
容
か
ら
見
た
、
道
元
禅
師
の
永
平
寺
運
営
方
針

※
引
用
の(
禅)

は
『
禅
苑
清
規
』
か
ら
の
引
用
、(

知)

は
『
知
事
清
規
』
を
示
す
。

※
末
尾
の
頁
数
は
『
道
元
禅
師
全
集
』(

春
秋
社)

巻
六

①
監
院

(

禅)

監
院
の
一
職
は
、
総
じ
て
院
門
の
諸
事
を
領
ず
。
官
中
の
応
副
、
お
よ
び
参
辞
・
謝
賀
、
僧
集
の
行
香
、

相
看
施
主
、
吉
凶
の
慶
弔
、
支
収
の
出
入
、
逐
年
受
用
す
る
斎
料
を
準
備
す
る
が
如
し
。
…
（
中
略
）
…

冬
斎
・
年
斎
・
解
夏
斎
・
炙
茄
会
の
如
き
、
如
上
の
斎
会
に
も
し
監
院
力
あ
ら
ば
自
ら
営
弁
す
べ
し
。
も

し
力
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
人
を
請
し
て
勾
当
せ
よ
。
も
し
院
門
の
小
事
お
よ
び
尋
常
の
事
例

な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
一
面
に
処
置
せ
よ
。
も
し
事
体
や
や
大
に
し
て
お
よ
び
体
面
に
剏
を
生
せ
ば
、
す
な

わ
ち
知
事
・
頭
首
と
同
じ
く
と
も
に
商
量
し
、
然
し
て
後
に
住
持
人
に
稟
し
て
こ
れ
を
行
な
え
。
（
一
〇

六
頁
）

(

知)

監
院
の
職
は
、
為
公
こ
れ
務
む
。
い
わ
ゆ
る
為
公
と
は
私
曲
な
き
な
り
。
私
曲
な
し
と
は
、
稽
古
慕
道

な
り
。
慕
道
し
て
も
っ
て
道
に
順
う
な
り
。
先
ず
清
規
（
発
表
者
註:

禅
苑
清
規
）
を
看
て
通
局
を
明
ら

め
、
道
を
も
っ
て
念
と
な
し
て
行
事
す
。
行
事
に
臨
む
の
時
、
必
ず
諸
も
ろ
の
知
事
と
商
議
し
て
、
然
し

て
後
に
行
事
せ
よ
。
事
大
小
と
な
く
人
と
商
議
し
て
乃
ち
行
事
す
る
は
則
ち
為
公
な
り
。
（
一
三
三
頁
）

②
維
那

(

禅)

お
よ
そ
僧
中
の
事
、
す
べ
て
こ
れ
を
主
る
。
（
一
一
一
頁
）

・
衆
中
の
新
到
の
掛
搭

・
小
頭
首
の
招
請

・
規
矩
を
侵
し
た
も
の
の
処
罰

・
大
僧
帳
時
の
官
中
の
指
揮
の
告
報

(

知)

方
来
を
顧
愛
し
、
雲
水
を
慈
育
し
、
衆
心
を
自
心
と
な
し
、
道
念
を
自
念
と
な
す
。
（
一
五
一
頁
）

・
新
到
の
教
育

③
典
座

(

禅)

も
し
物
料
な
ら
び
に
斎
粥
の
味
数
を
打
せ
ん
に
は
、
み
な
予
め
先
ず
庫
司
知
事
と
商
議
す
べ
し
。
も
し

醤
醋
・
淹
蔵
収
菜
の
類
は
、
す
べ
て
こ
れ
典
座
専
管
し
て
時
を
失
う
こ
と
を
得
ざ
れ
。
（
一
一
七
頁
）

(

知)

物
料
な
ら
び
に
斎
粥
の
味
数
を
打
せ
ん
に
は
、
み
な
予
め
先
ず
庫
司
知
事
と
商
量
せ
よ
（
禅
苑
清
規
の

引
用
略
）
と
。
典
座
自
意
に
ま
か
せ
て
行
ず
べ
か
ら
ず
。
先
ず
予
め
知
事
と
商
議
す
べ
き
な
り
。
議
定
再

三
叮
嚀
に
し
て
、
倉
卒
な
る
べ
か
ら
ず
。
諸
も
ろ
の
知
事
、
私
意
に
任
せ
て
定
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
公
心

・
道
心
を
専
ら
に
し
て
商
議
せ
よ
。
（
一
五
七
頁
）

◇
管
理
者
と
し
て
の
典
座
の
位
置
づ
け

・
飯
を
蒸
し
羹
を
作
る
に
、
或
い
は
行
者
を
使
い
、
或
い
は
人
工
を
使
い
て
、
他
を
し
て
火
を
燃
か
し
む
。

（
同
右
、
三
四
四
頁
）

・
山
僧
云
く
、
如
何
が
行
者
・
人
工
を
使
わ
ざ
る
。
座
の
云
く
、
他
は
是
れ
吾
に
非
ず
。

（
『
典
座
教
訓
』
同
右
二
九
八
頁
。
原
漢
文
）

④
直
歳
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※
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
僧
団
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
」
（
駒
大
仏
教
学
部
論
集
二
〇
、
一
九
八
九
）

【
二
】
『
知
事
清
規
』
の
内
容
か
ら
見
た
、
道
元
禅
師
の
永
平
寺
運
営
方
針

※
引
用
の(

禅)

は
『
禅
苑
清
規
』
か
ら
の
引
用
、(

知)

は
『
知
事
清
規
』
を
示
す
。

※
末
尾
の
頁
数
は
『
道
元
禅
師
全
集
』(

春
秋
社)

巻
六

①
監
院

(

禅)

監
院
の
一
職
は
、
総
じ
て
院
門
の
諸
事
を
領
ず
。
官
中
の
応
副
、
お
よ
び
参
辞
・
謝
賀
、
僧
集
の
行
香
、

相
看
施
主
、
吉
凶
の
慶
弔
、
支
収
の
出
入
、
逐
年
受
用
す
る
斎
料
を
準
備
す
る
が
如
し
。
…
（
中
略
）
…

冬
斎
・
年
斎
・
解
夏
斎
・
炙
茄
会
の
如
き
、
如
上
の
斎
会
に
も
し
監
院
力
あ
ら
ば
自
ら
営
弁
す
べ
し
。
も

し
力
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
人
を
請
し
て
勾
当
せ
よ
。
も
し
院
門
の
小
事
お
よ
び
尋
常
の
事
例

な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
一
面
に
処
置
せ
よ
。
も
し
事
体
や
や
大
に
し
て
お
よ
び
体
面
に
剏
を
生
せ
ば
、
す
な

わ
ち
知
事
・
頭
首
と
同
じ
く
と
も
に
商
量
し
、
然
し
て
後
に
住
持
人
に
稟
し
て
こ
れ
を
行
な
え
。
（
一
〇

六
頁
）

(

知)

監
院
の
職
は
、
為
公
こ
れ
務
む
。
い
わ
ゆ
る
為
公
と
は
私
曲
な
き
な
り
。
私
曲
な
し
と
は
、
稽
古
慕
道

な
り
。
慕
道
し
て
も
っ
て
道
に
順
う
な
り
。
先
ず
清
規
（
発
表
者
註:

禅
苑
清
規
）
を
看
て
通
局
を
明
ら

め
、
道
を
も
っ
て
念
と
な
し
て
行
事
す
。
行
事
に
臨
む
の
時
、
必
ず
諸
も
ろ
の
知
事
と
商
議
し
て
、
然
し

て
後
に
行
事
せ
よ
。
事
大
小
と
な
く
人
と
商
議
し
て
乃
ち
行
事
す
る
は
則
ち
為
公
な
り
。
（
一
三
三
頁
）

②
維
那

(

禅)

お
よ
そ
僧
中
の
事
、
す
べ
て
こ
れ
を
主
る
。
（
一
一
一
頁
）

・
衆
中
の
新
到
の
掛
搭

・
小
頭
首
の
招
請

・
規
矩
を
侵
し
た
も
の
の
処
罰

・
大
僧
帳
時
の
官
中
の
指
揮
の
告
報

(

知)

方
来
を
顧
愛
し
、
雲
水
を
慈
育
し
、
衆
心
を
自
心
と
な
し
、
道
念
を
自
念
と
な
す
。
（
一
五
一
頁
）

・
新
到
の
教
育

③
典
座

(

禅)

も
し
物
料
な
ら
び
に
斎
粥
の
味
数
を
打
せ
ん
に
は
、
み
な
予
め
先
ず
庫
司
知
事
と
商
議
す
べ
し
。
も
し

醤
醋
・
淹
蔵
収
菜
の
類
は
、
す
べ
て
こ
れ
典
座
専
管
し
て
時
を
失
う
こ
と
を
得
ざ
れ
。
（
一
一
七
頁
）

(

知)

物
料
な
ら
び
に
斎
粥
の
味
数
を
打
せ
ん
に
は
、
み
な
予
め
先
ず
庫
司
知
事
と
商
量
せ
よ
（
禅
苑
清
規
の

引
用
略
）
と
。
典
座
自
意
に
ま
か
せ
て
行
ず
べ
か
ら
ず
。
先
ず
予
め
知
事
と
商
議
す
べ
き
な
り
。
議
定
再

三
叮
嚀
に
し
て
、
倉
卒
な
る
べ
か
ら
ず
。
諸
も
ろ
の
知
事
、
私
意
に
任
せ
て
定
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
公
心

・
道
心
を
専
ら
に
し
て
商
議
せ
よ
。
（
一
五
七
頁
）

◇
管
理
者
と
し
て
の
典
座
の
位
置
づ
け

・
飯
を
蒸
し
羹
を
作
る
に
、
或
い
は
行
者
を
使
い
、
或
い
は
人
工
を
使
い
て
、
他
を
し
て
火
を
燃
か
し
む
。

（
同
右
、
三
四
四
頁
）

・
山
僧
云
く
、
如
何
が
行
者
・
人
工
を
使
わ
ざ
る
。
座
の
云
く
、
他
は
是
れ
吾
に
非
ず
。

（
『
典
座
教
訓
』
同
右
二
九
八
頁
。
原
漢
文
）

④
直
歳
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(

禅)

院
中
に
係
れ
る
作
務
す
べ
て
こ
れ
を
主
ど
る
。
（
田
園
・
荘
舎
の
提
挙
、
人
工
・
荘
客
の
差
配)

。

も
し
大
修
造
・
大
作
務
あ
ら
ば
、
み
な
住
持
人
に
稟
し
て
矩
画
し
、
お
よ
び
同
事
と
商
議
し
て
、
専
ら

己
見
を
用
い
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
（
一
一
九
頁
）

(

知)
直
歳
と
諸
知
事
と
は
斉
し
く
庫
院
に
あ
り
。
然
か
れ
ど
も
常
に
直
歳
司
に
あ
っ
て
、
人
工
等
の
所
作
の

成
否
を
照
顧
す
べ
し
。
（
一
六
五
頁
）

百
姓
の
た
め
火
客
の
た
め
、
公
を
も
っ
て
心
と
な
し
、
私
を
も
っ
て
心
と
す
る
な
か
れ
。（
一
六
七
頁
）

◆
知
事
間
合
議
制
を
強
調
し
、
専
管
項
目
を
減
少
さ
せ
る
。

◆｢

住
持
人
へ
の
相
談
」
を
削
除

【
三
】
在
家
者
の
位
置
付
け

※
「
道
元
禅
師
の
在
家
者
に
対
す
る
説
示
に
つ
い
て
」
（
宗
学
研
究

、
一
九
九
一
年
）

33

①
在
家
者
に
対
し
て
法
要
を
説
く
も
の
（<

>

内
は
、
説
示
対
象
）

ａ
『
永
平
広
録
』
巻
八
・
第
五
法
語<

太
宰
府
野
助
光>

（
嘉
禎
元
年
）

ｂ
「
現
成
公
案
」<

俗
弟
子
楊
光
秀>

（
天
福
元
年
）

ｃ
「
全
機
」<

波
多
野
義
重>

（
仁
治
元
年
）

ｄ
『
永
平
広
録
』
巻
八

第
一
四
法
語<

参
学
大
夫>

②
大
衆
に
対
し
在
家
者
（
施
主
・
檀
越
）
へ
の
対
応
法
に
つ
い
て
説
く
も
の

○
『
典
座
教
訓
』
（
嘉
禎
三
年
）

施
主
入
院
、
捨
財
設
斎
、
亦
当
諸
知
事
一
等
商
量
、
是
叢
林
旧
例
。
（
下
・
二
九
七
～
八
）

○
『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』
（
寛
元
二
年
）

第
五
十
、
大
己
若
為
檀
越
説
経
、
正
坐
而
聴
、
不
得
急
起
而
去
。
（
下
・
三
一
一
）

○
『
知
事
清
規
』
（
寛
元
四
年
）

ａ
監
院
若
遇
人
天
或
欲
供
衆
、
或
欲
起
塔
、
先
応
子
細
検
点
于
檀
那
之
正
信
不
信
・
清
浄
不
浄
、
稟
住
持
人
、

而
倶
商
量
。
…
（
中
略
）
…

文
。
然
則
恭
敬
於
檀
越
施
主
、
慈
心
於
檀
越
施
主
、
既
是
如
来
世
尊
之
教
勅

也
。
雖
小
因
、
感
大
果
、
唯
三
宝
之
福
田
而
己
。

（
下
・
三
三
五
～
六
）

ｂ
施
主
入
院
、
安
排
客
位
如
法
迎
待
。
如
作
大
斎
会
、
予
前
与
諸
知
事
頭
主
商
量
、
免
致
臨
時
欠
事
。(

下
・

三
三
七)

（
こ
の
他
「
施
主
」
「
施
斎
」
の
語
は
、
『
赴
粥
飯
法
』
・
「
永
平
寺
庫
院
制
規
」
「
永
平
寺
示
庫
院
文
」
等
に
見
え
る
）

◎
以
上
よ
り
見
え
る
、
道
元
禅
師
の
叢
林
機
構
確
定
の
意
図

☆
全
体
的
傾
向

ａ

施
主
・
檀
越
へ
の
対
応
の
具
体
化

ｂ

知
事
間
の
合
議
制
の
強
調
・
専
管
の
縮
小
→
知
事
職
の
固
定
化
へ
の
危
惧
・
住
持
の
存
在
の
希
薄
化
。

（
住
持
の
名
称
は
対
外
的
な
交
渉
に
の
み
出
ず
）

ｃ

知
事
の
管
理
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
（
但
し
大
衆
統
理
者
と
い
う
意
識
は
縮
小
さ
れ
る
。
行
者
・
人
工

に
対
し
て
の
み
）
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(

禅)

院
中
に
係
れ
る
作
務
す
べ
て
こ
れ
を
主
ど
る
。
（
田
園
・
荘
舎
の
提
挙
、
人
工
・
荘
客
の
差
配)

。

も
し
大
修
造
・
大
作
務
あ
ら
ば
、
み
な
住
持
人
に
稟
し
て
矩
画
し
、
お
よ
び
同
事
と
商
議
し
て
、
専
ら

己
見
を
用
い
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
（
一
一
九
頁
）

(

知)

直
歳
と
諸
知
事
と
は
斉
し
く
庫
院
に
あ
り
。
然
か
れ
ど
も
常
に
直
歳
司
に
あ
っ
て
、
人
工
等
の
所
作
の

成
否
を
照
顧
す
べ
し
。
（
一
六
五
頁
）

百
姓
の
た
め
火
客
の
た
め
、
公
を
も
っ
て
心
と
な
し
、
私
を
も
っ
て
心
と
す
る
な
か
れ
。（
一
六
七
頁
）

◆
知
事
間
合
議
制
を
強
調
し
、
専
管
項
目
を
減
少
さ
せ
る
。

◆｢

住
持
人
へ
の
相
談
」
を
削
除

【
三
】
在
家
者
の
位
置
付
け

※
「
道
元
禅
師
の
在
家
者
に
対
す
る
説
示
に
つ
い
て
」
（
宗
学
研
究

、
一
九
九
一
年
）

33

①
在
家
者
に
対
し
て
法
要
を
説
く
も
の
（<

>

内
は
、
説
示
対
象
）

ａ
『
永
平
広
録
』
巻
八
・
第
五
法
語<

太
宰
府
野
助
光>

（
嘉
禎
元
年
）

ｂ
「
現
成
公
案
」<

俗
弟
子
楊
光
秀>

（
天
福
元
年
）

ｃ
「
全
機
」<

波
多
野
義
重>

（
仁
治
元
年
）

ｄ
『
永
平
広
録
』
巻
八

第
一
四
法
語<

参
学
大
夫>

②
大
衆
に
対
し
在
家
者
（
施
主
・
檀
越
）
へ
の
対
応
法
に
つ
い
て
説
く
も
の

○
『
典
座
教
訓
』
（
嘉
禎
三
年
）

施
主
入
院
、
捨
財
設
斎
、
亦
当
諸
知
事
一
等
商
量
、
是
叢
林
旧
例
。
（
下
・
二
九
七
～
八
）

○
『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』
（
寛
元
二
年
）

第
五
十
、
大
己
若
為
檀
越
説
経
、
正
坐
而
聴
、
不
得
急
起
而
去
。
（
下
・
三
一
一
）

○
『
知
事
清
規
』
（
寛
元
四
年
）

ａ
監
院
若
遇
人
天
或
欲
供
衆
、
或
欲
起
塔
、
先
応
子
細
検
点
于
檀
那
之
正
信
不
信
・
清
浄
不
浄
、
稟
住
持
人
、

而
倶
商
量
。
…
（
中
略
）
…

文
。
然
則
恭
敬
於
檀
越
施
主
、
慈
心
於
檀
越
施
主
、
既
是
如
来
世
尊
之
教
勅

也
。
雖
小
因
、
感
大
果
、
唯
三
宝
之
福
田
而
己
。

（
下
・
三
三
五
～
六
）

ｂ
施
主
入
院
、
安
排
客
位
如
法
迎
待
。
如
作
大
斎
会
、
予
前
与
諸
知
事
頭
主
商
量
、
免
致
臨
時
欠
事
。(

下
・

三
三
七)

（
こ
の
他
「
施
主
」
「
施
斎
」
の
語
は
、
『
赴
粥
飯
法
』
・
「
永
平
寺
庫
院
制
規
」
「
永
平
寺
示
庫
院
文
」
等
に
見
え
る
）

◎
以
上
よ
り
見
え
る
、
道
元
禅
師
の
叢
林
機
構
確
定
の
意
図

☆
全
体
的
傾
向

ａ

施
主
・
檀
越
へ
の
対
応
の
具
体
化

ｂ

知
事
間
の
合
議
制
の
強
調
・
専
管
の
縮
小
→
知
事
職
の
固
定
化
へ
の
危
惧
・
住
持
の
存
在
の
希
薄
化
。

（
住
持
の
名
称
は
対
外
的
な
交
渉
に
の
み
出
ず
）

ｃ

知
事
の
管
理
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
（
但
し
大
衆
統
理
者
と
い
う
意
識
は
縮
小
さ
れ
る
。
行
者
・
人
工

に
対
し
て
の
み
）
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ｄ

僧
中
食
の
功
徳
の
高
揚
・
乞
食
へ
の
非
積
極
策
→
永
平
寺
の
運
営
基
盤
と
の
関
連

《
参
考
》

ａ
況
や
学
仏
道
の
人
に
は
、
施
主
の
供
養
あ
り
、
常
の
乞
食
に
比
す
べ
か
ら
ず
。
（
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

巻
一
、
下
・
四
二
〇
）

ｂ
乞
食
尚
障
道
之
例
、
間
有
之
歟
。
測
知
、
仏
祖
寺
院
之
斎
粥
、
僧
中
最
上
食
也
。
所
以
等
乞
食
之
徳
也
。

（
『
知
事
清
規
』
下
・
三
四
一
）

※
「
『
典
座
教
訓
』
と
『
知
事
清
規
』
典
座
章
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
印
仏3

9
ｰ
1

、
一
九
九
二
年
）

※
「
『
禅
苑
清
規
』
に
対
す
る
『
知
事
清
規
』
の
注
釈
態
度
に
つ
い
て
」
（
同
右

4
2
-
2

、
一
九
九
四
年)

【
四
】
中
世
の
寺
院
勢
力
と
禅
宗

―
顕
密
仏
教
と
異
端
―

<

参
考
資
料>

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
社
会
と
宗
教
』(
岩
波
書
店
、1990

)

・
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』(

塙
書
房
、

1992
)

・
松
尾
剛
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
誕
生
』(

講
談
社
現
代
新
書)

(

一)

中
世
的
寺
院
勢
力
の
様
相

―
顕
密
体
制
論
―

①
中
世
宗
教
の
中
核
＝
顕
密
仏
教(

顕
密
体
制)

・
経
済
基
盤
＝
寄
進
に
よ
る
造
寺
造
塔･

寺
領
確
保
→
結
縁
奉
仕
の
活
発
化

・
民
衆
的
基
盤
＝
神
仏
の
名
に
よ
る
民
衆
統
制

Ａ
．
徒
組
織
の
発
達

Ｂ
．
文
化
的
呪
術
的
機
能
→
中
国
伝
来
の
文
化･

技
術
の
地
域
定
着

Ｃ
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
→
世
俗
的
支
配
隷
属
関
係
の
移
入(

神
仏
の
名
の
下)

◆
こ
れ
に
よ
り
、
寺
院
の
権
門
化
を
達
成
。

国
家
権
力
か
ら
自
立
。

・
多
大
な
寺
領(

荘
園)

を
保
有
し
武
力
を
蓄

え
て
世
俗
的
権
力
を
拡
大

・
講
や
祖
な
ど
の
民
衆
組
織
を
も
っ
て
武
士

の
支
配
に
対
抗
す
る
勢
力
。

→
分
国
大
名
に
比
肩
す
る
勢
力
を
保
持
＝
天

下
統
一
を
も
く
ろ
む
大
名
の
討
伐
の
対
象

と
な
る
。

※
こ
の
「
顕
密
仏
教
」
が
中
世
仏
教
の
中
心

で
あ
る
。
「
鎌
倉
新
仏
教
が
中
世
仏
教
の

中
心
で
あ
る
」
と
す
る
従
来
の
説
は
誤
り
。

※
顕
密
仏
教
に
対
す
る､

仏
教
改
革
運
動
を

「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
捉
え
る
。
＝
教
団
化

以
前
の
改
革
運
動
の
み
を
「
異
端
」
と
定

義
。
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ｄ

僧
中
食
の
功
徳
の
高
揚
・
乞
食
へ
の
非
積
極
策
→
永
平
寺
の
運
営
基
盤
と
の
関
連

《
参
考
》

ａ
況
や
学
仏
道
の
人
に
は
、
施
主
の
供
養
あ
り
、
常
の
乞
食
に
比
す
べ
か
ら
ず
。
（
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

巻
一
、
下
・
四
二
〇
）

ｂ
乞
食
尚
障
道
之
例
、
間
有
之
歟
。
測
知
、
仏
祖
寺
院
之
斎
粥
、
僧
中
最
上
食
也
。
所
以
等
乞
食
之
徳
也
。

（
『
知
事
清
規
』
下
・
三
四
一
）

※
「
『
典
座
教
訓
』
と
『
知
事
清
規
』
典
座
章
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
印
仏3

9
ｰ
1

、
一
九
九
二
年
）

※
「
『
禅
苑
清
規
』
に
対
す
る
『
知
事
清
規
』
の
注
釈
態
度
に
つ
い
て
」
（
同
右

4
2
-
2

、
一
九
九
四
年)

【
四
】
中
世
の
寺
院
勢
力
と
禅
宗

―
顕
密
仏
教
と
異
端
―

<

参
考
資
料>

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
社
会
と
宗
教
』(

岩
波
書
店
、1990

)

・
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』(

塙
書
房
、

1992
)

・
松
尾
剛
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
誕
生
』(

講
談
社
現
代
新
書)

(

一)

中
世
的
寺
院
勢
力
の
様
相

―
顕
密
体
制
論
―

①
中
世
宗
教
の
中
核
＝
顕
密
仏
教(

顕
密
体
制)

・
経
済
基
盤
＝
寄
進
に
よ
る
造
寺
造
塔･

寺
領
確
保
→
結
縁
奉
仕
の
活
発
化

・
民
衆
的
基
盤
＝
神
仏
の
名
に
よ
る
民
衆
統
制

Ａ
．
徒
組
織
の
発
達

Ｂ
．
文
化
的
呪
術
的
機
能
→
中
国
伝
来
の
文
化･

技
術
の
地
域
定
着

Ｃ
．
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
→
世
俗
的
支
配
隷
属
関
係
の
移
入(

神
仏
の
名
の
下)

◆
こ
れ
に
よ
り
、
寺
院
の
権
門
化
を
達
成
。

国
家
権
力
か
ら
自
立
。

・
多
大
な
寺
領(

荘
園)

を
保
有
し
武
力
を
蓄

え
て
世
俗
的
権
力
を
拡
大

・
講
や
祖
な
ど
の
民
衆
組
織
を
も
っ
て
武
士

の
支
配
に
対
抗
す
る
勢
力
。

→
分
国
大
名
に
比
肩
す
る
勢
力
を
保
持
＝
天

下
統
一
を
も
く
ろ
む
大
名
の
討
伐
の
対
象

と
な
る
。

※
こ
の
「
顕
密
仏
教
」
が
中
世
仏
教
の
中
心

で
あ
る
。
「
鎌
倉
新
仏
教
が
中
世
仏
教
の

中
心
で
あ
る
」
と
す
る
従
来
の
説
は
誤
り
。

※
顕
密
仏
教
に
対
す
る､

仏
教
改
革
運
動
を

「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
捉
え
る
。
＝
教
団
化

以
前
の
改
革
運
動
の
み
を
「
異
端
」
と
定

義
。

る
、
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②
松
尾
剛
次
氏
の
反
論
＝
国
家
仏
教
と
個
人

救
済

・
中
世
仏
教
は
、
あ
く
ま
で
も
改
革
派
が
そ

の
中
心
を
担
っ
て
い
た
。

・
改
革
派
は
、
「
個
人
」
の
救
済
を
重
視
し
た

活
動
を
展
開
。
そ
れ
が
中
世
仏
教
の
特
徴

で
あ
る
。

・
従
来
の
仏
教
は
、
国
家(

あ
る
い
は
地
方
領

主)

救
済
の
活
動
を
中
心
と
し
た
も
の
。

・
各
宗
派
独
自
の
入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
や
教

団
組
織
が
発
生
。

(

二)

中
世
禅
林
の
教
団
運
営

─
五
山
と
林
下
─

①
中
国
五
山
禅
林
の
移
植

<

参
考
文
献>

・
高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』(

百
華
苑
、1975

)

、
・
石
川
重
雄
「
宋
代
勅
差
住
持
制
小
考
─
高
麗
寺
尚
書
省

牒
碑
を
手
が
か
り
に
─
」(

『
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
集
』
第3

集
「
宋
代
の
政
治
と
社
会
」
、1988

)

・
五
山
十
刹
諸
山(

官
寺)

は
、
す
べ
て
朝
廷･

幕
府
に
よ
っ
て
管
理
統
制
。

・
住
持
任
命
権
も
政
府
が
持
つ
。
但
し
、
直
接
の
人
選
は
僧
録
司
が
行
う
。

・
知
事(

寺
院
運
営
担
当
役
員)

も
、
住
持
で
は
な
く
、
政
府
よ
り
派
遣
。

②
永
平
寺
の
叢
林
運
営
機
構

(

林
下
禅
林
の

代
表
と
し
て)

拙
稿
「
永
平
寺
選
述
文
献
に
見
る
道
元
禅
師
の
僧
団

運
営
」(

『
大
遠
忌
論
集
』
大
本
山
永
平
寺)

・
内
部
の
運
営
形
態
と
し
て
は
、
中
国
五
山

制
度
に
倣
う
。

・
経
済
的
基
盤
は
外
護
者
と
周
辺
の
在
家
信

者
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
＝
顕
密
仏

教
的
側
面
。

・
中
国
よ
り
移
植
し
た
「
新
し
い
」
方
式
に

よ
る
厳
し
い
修
行
に
よ
っ
て
、
「
功
徳
」

が
供
与
さ
れ
る
。

・
三
宝
供
養
に
よ
っ
て
、
供
養
す
る
側(

在

家
者)

に
、
高
い
宗
敎
的
境
涯
を
保
証
す

る
。

第
三
集
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②
松
尾
剛
次
氏
の
反
論
＝
国
家
仏
教
と
個
人

救
済

・
中
世
仏
教
は
、
あ
く
ま
で
も
改
革
派
が
そ

の
中
心
を
担
っ
て
い
た
。

・
改
革
派
は
、
「
個
人
」
の
救
済
を
重
視
し
た

活
動
を
展
開
。
そ
れ
が
中
世
仏
教
の
特
徴

で
あ
る
。

・
従
来
の
仏
教
は
、
国
家(

あ
る
い
は
地
方
領

主)

救
済
の
活
動
を
中
心
と
し
た
も
の
。

・
各
宗
派
独
自
の
入
門
儀
礼
シ
ス
テ
ム
や
教

団
組
織
が
発
生
。

(

二)

中
世
禅
林
の
教
団
運
営

─
五
山
と
林
下
─

①
中
国
五
山
禅
林
の
移
植

<

参
考
文
献>

・
高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』(

百
華
苑
、1975

)

、
・
石
川
重
雄
「
宋
代
勅
差
住
持
制
小
考
─
高
麗
寺
尚
書
省

牒
碑
を
手
が
か
り
に
─
」(

『
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
集
』
第3

集
「
宋
代
の
政
治
と
社
会
」
、1988

)

・
五
山
十
刹
諸
山(

官
寺)

は
、
す
べ
て
朝
廷･

幕
府
に
よ
っ
て
管
理
統
制
。

・
住
持
任
命
権
も
政
府
が
持
つ
。
但
し
、
直
接
の
人
選
は
僧
録
司
が
行
う
。

・
知
事(

寺
院
運
営
担
当
役
員)

も
、
住
持
で
は
な
く
、
政
府
よ
り
派
遣
。

②
永
平
寺
の
叢
林
運
営
機
構

(

林
下
禅
林
の

代
表
と
し
て)

拙
稿
「
永
平
寺
選
述
文
献
に
見
る
道
元
禅
師
の
僧
団

運
営
」(

『
大
遠
忌
論
集
』
大
本
山
永
平
寺)

・
内
部
の
運
営
形
態
と
し
て
は
、
中
国
五
山

制
度
に
倣
う
。

・
経
済
的
基
盤
は
外
護
者
と
周
辺
の
在
家
信

者
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
＝
顕
密
仏

教
的
側
面
。

・
中
国
よ
り
移
植
し
た
「
新
し
い
」
方
式
に

よ
る
厳
し
い
修
行
に
よ
っ
て
、
「
功
徳
」

が
供
与
さ
れ
る
。

・
三
宝
供
養
に
よ
っ
て
、
供
養
す
る
側(
在

家
者)

に
、
高
い
宗
敎
的
境
涯
を
保
証
す

る
。
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【
五
】
『
正
法
眼
蔵
』
解
釈
の
可
能
性

※｢
家
常｣

巻
に
引
用
さ
れ
る｢

百
丈
独
坐
大
雄
峰
」
の
話
に
対
す
る
時
代
別
解
釈

①
『
如
浄
録
』(
大
正
四
八･

一
二
七
上
～
中)

指
法
座
。
爐
炭
爲
床
。
湯
爲
座
。
口
吐
黒
煙
。
彌
天
罪
過(

中
略)

復
擧
記
得
。
僧
問
百
丈
。
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
。

獨
坐
大
雄
峰
。
大
衆
不
得
動
著
。
且
教
坐
殺
者
漢
。

今
日
忽
有
人
問
淨
上
座
。
如
何
是
奇
特
事
。
只
向
它
道
。
有
甚
奇
特
。
畢
竟
如
何
。
淨
慈
缽
盂
。
移
過
天
童

喫
飯

◇
浄
慈
寺
か
ら
天
童
山
に
移
っ
て
も
、
同
じ
応
量
器
で
食
事
を
す
る
こ
と
、
同
じ
修
行
を
行
う
こ
と
が｢

奇
特｣

で

あ
る
。

②
『
碧
巌
録
』
第
二
六
則(

大
正
四
八･

一
六
六
下)

擧
。
僧
問
百
丈
。
如
何
是
奇
特
事
。
丈
云
。
獨
坐
大
雄
峰
。
僧
禮
拜
。
丈
便
打
。

◇
自
己
自
身
の
存
在
位
置
を
明
確
化
す
る
こ
と
が｢

奇
特
の
事｣

で
あ
る
。

③｢

家
常｣

巻(

『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
二･

一
二
六
～
七
頁)

先
師
古
仏
示
衆
曰
、
記
得
僧
問
百
丈
、
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
、
独
坐
大
雄
峰
。
大
衆
不
得
動
著
、
且
教

坐
殺
者
漢
。
今
日
忽
有
人
問
浄
上
座
如
何
是
奇
特
事
、
只
向
他
道
、
有
甚
奇
特
事
。
畢
竟
如
何
、
浄
慈
鉢
盂
。

移
過
天
童
喫
飯
。

仏
祖
の
家
裏
常
に
、
か
な
ら
ず
奇
特
事
あ
り
、
い
は
ゆ
る
独
坐
大
雄
峰
な
り
。
い
ま
坐
殺
者
漢
せ
し
む
る

に
あ
ふ
と
も
、
な
ほ
こ
れ
奇
特
事
な
り
。
さ
ら
に
か
れ
よ
り
も
奇
持
な
る
あ
り
、
い
は
ゆ
る
浄
慈
鉢
盂
、
移

過
天
童
喫
飯
な
り
。
奇
特
事
は
、
条
條
面
面
み
な
喫
飯
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
独
坐
大
雄
峰
す
な
は
ち
こ
れ

喫
飯
な
り
。
鉢
盂
は
喫
飯
用
な
り
、
喫
飯
用
は
鉢
盂
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
浄
慈
鉢
盂
な
り
、
天
童
喫
飯
な

り
。
飽
了
知
飯
あ
り
、
喫
飯
了
飽
あ
り
、
知
了
飽
飯
あ
り
、
飽
了
更
喫
飯
あ
り
。
し
ば
ら
く
作
麼
生
な
ら
ん

か
こ
れ
鉢
盂
。
お
も
は
く
は
、
祇
是
木
頭
に
あ
ら
ず
、
黒
如
漆
に
あ
ら
ず
、
頑
石
な
ら
ん
や
、
鉄
漢
な
ら
ん

や
。
無
底
な
り
、
無
鼻
孔
な
り
。
一
口
呑
虚
空
、
虚
空
合
掌
受
な
り
。(

『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
二･
一
二
六

～
七
頁
）

◇
百
丈
の｢

個
の
尊
厳
性｣

、
五
山
の
十
方
住
持
制
を
背
景
と
し
た
如
浄
の｢

一
貫
し
た
生
活
態
度｣

、
そ
れ
を
先
師

の
発
言
を
立
て
つ
つ
、
百
丈
の｢

独
坐
大
雄
峰｣

を
も｢

喫
飯｣

と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
に
ひ
と
つ

の
「
叢
林
生
活
の
顕
彰
」
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

◆
道
元
禅
師
の
引
用
文
の
内
容
を
、
掲
載
さ
れ
る
『
正
法
眼
蔵
』
各
巻
の
主
題
の
主
張
と
し
て
み
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
が
成
立
し
た
時
代･

地
域
の
状
況
を
盛
り
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る｢

原
初
的｣

解
釈
を
確
認

し
つ
つ
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
『
正
法
眼
蔵
』
の
主
張
の
特
徴

を
明
確
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

以
上

為

為

弥

独

挙

浄

他

浄

鉢

独

挙

礼
拝

盂
、
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【
五
】
『
正
法
眼
蔵
』
解
釈
の
可
能
性

※｢

家
常｣

巻
に
引
用
さ
れ
る｢

百
丈
独
坐
大
雄
峰
」
の
話
に
対
す
る
時
代
別
解
釈

①
『
如
浄
録
』(

大
正
四
八･

一
二
七
上
～
中)

指
法
座
。
爐
炭
爲
床
。
湯
爲
座
。
口
吐
黒
煙
。
彌
天
罪
過(

中
略)

復
擧
記
得
。
僧
問
百
丈
。
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
。

獨
坐
大
雄
峰
。
大
衆
不
得
動
著
。
且
教
坐
殺
者
漢
。

今
日
忽
有
人
問
淨
上
座
。
如
何
是
奇
特
事
。
只
向
它
道
。
有
甚
奇
特
。
畢
竟
如
何
。
淨
慈
缽
盂
。
移
過
天
童

喫
飯

◇
浄
慈
寺
か
ら
天
童
山
に
移
っ
て
も
、
同
じ
応
量
器
で
食
事
を
す
る
こ
と
、
同
じ
修
行
を
行
う
こ
と
が｢

奇
特｣

で

あ
る
。

②
『
碧
巌
録
』
第
二
六
則(

大
正
四
八･

一
六
六
下)

擧
。
僧
問
百
丈
。
如
何
是
奇
特
事
。
丈
云
。
獨
坐
大
雄
峰
。
僧
禮
拜
。
丈
便
打
。

◇
自
己
自
身
の
存
在
位
置
を
明
確
化
す
る
こ
と
が｢

奇
特
の
事｣

で
あ
る
。

③｢

家
常｣

巻(

『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
二･

一
二
六
～
七
頁)

先
師
古
仏
示
衆
曰
、
記
得
僧
問
百
丈
、
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
、
独
坐
大
雄
峰
。
大
衆
不
得
動
著
、
且
教

坐
殺
者
漢
。
今
日
忽
有
人
問
浄
上
座
如
何
是
奇
特
事
、
只
向
他
道
、
有
甚
奇
特
事
。
畢
竟
如
何
、
浄
慈
鉢
盂
。

移
過
天
童
喫
飯
。

仏
祖
の
家
裏
常
に
、
か
な
ら
ず
奇
特
事
あ
り
、
い
は
ゆ
る
独
坐
大
雄
峰
な
り
。
い
ま
坐
殺
者
漢
せ
し
む
る

に
あ
ふ
と
も
、
な
ほ
こ
れ
奇
特
事
な
り
。
さ
ら
に
か
れ
よ
り
も
奇
持
な
る
あ
り
、
い
は
ゆ
る
浄
慈
鉢
盂
、
移

過
天
童
喫
飯
な
り
。
奇
特
事
は
、
条
條
面
面
み
な
喫
飯
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
独
坐
大
雄
峰
す
な
は
ち
こ
れ

喫
飯
な
り
。
鉢
盂
は
喫
飯
用
な
り
、
喫
飯
用
は
鉢
盂
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
浄
慈
鉢
盂
な
り
、
天
童
喫
飯
な

り
。
飽
了
知
飯
あ
り
、
喫
飯
了
飽
あ
り
、
知
了
飽
飯
あ
り
、
飽
了
更
喫
飯
あ
り
。
し
ば
ら
く
作
麼
生
な
ら
ん

か
こ
れ
鉢
盂
。
お
も
は
く
は
、
祇
是
木
頭
に
あ
ら
ず
、
黒
如
漆
に
あ
ら
ず
、
頑
石
な
ら
ん
や
、
鉄
漢
な
ら
ん

や
。
無
底
な
り
、
無
鼻
孔
な
り
。
一
口
呑
虚
空
、
虚
空
合
掌
受
な
り
。(

『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
二･

一
二
六

～
七
頁
）

◇
百
丈
の｢

個
の
尊
厳
性｣

、
五
山
の
十
方
住
持
制
を
背
景
と
し
た
如
浄
の｢

一
貫
し
た
生
活
態
度｣

、
そ
れ
を
先
師

の
発
言
を
立
て
つ
つ
、
百
丈
の｢

独
坐
大
雄
峰｣

を
も｢

喫
飯｣

と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
に
ひ
と
つ

の
「
叢
林
生
活
の
顕
彰
」
へ
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

◆
道
元
禅
師
の
引
用
文
の
内
容
を
、
掲
載
さ
れ
る
『
正
法
眼
蔵
』
各
巻
の
主
題
の
主
張
と
し
て
み
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
が
成
立
し
た
時
代･

地
域
の
状
況
を
盛
り
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る｢

原
初
的｣

解
釈
を
確
認

し
つ
つ
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
『
正
法
眼
蔵
』
の
主
張
の
特
徴

を
明
確
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

以
上


