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序
こ
れ
に
就
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
謬
釋
を
引
い

て
、
聖
道
・
淨
土
・
難
行
・
易
行
の
旨
を
建
て
、
法
華
・
眞
言
惣
じ
て

一
代
の
大
乘
、
六
百
三
十
七
部
、
二
千
八
百
八
十
三
卷
、
一
切
の
諸
佛

菩
薩
及
び
諸
世
の
天
等
を
以
て
、
皆
聖
道
・
難
行
・
雜
行
等
に
攝
し
て
、

或
は
捨
て
或
は
閉
ぢ
、
或
は
閣
き
或
は
抛
つ
。
此
の
四
字
を
以
て
、
多

く
一
切
を
迷
は
し
、
剩
へ
三
國
の
聖
僧
、
十
方
の
佛
弟
を
以
て
、
皆
群

賊
と
號
し
、併
せ
て
罵
詈
せ
し
む
。
近
く
は
所
依
の
淨
土
三
部
經
の「
唯

除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
誓
文
に
背
き
、
遠
く
は
一
代
五
時
の
肝
心
た
る
、

法
花
經
の
第
二
の
「
若
人
不
信　

毀
謗
此
経
、
乃
至
、
其
人
命
終
、
入

阿
鼻
獄
」
の
誡
文
に
迷
ふ
者
な
り*1

。

　

か
つ
て
日
蓮
が
、
法
華
経
を
所
依
の
経
典
と
せ
ぬ
他
の
仏
教
諸
派
に
対
し

て
、「
真
言
は
国
を
ほ
ろ
ぼ
す
、
念
仏
は
無
間
地
獄
、
禅
は
天
魔
の
所
為
、
律

僧
は
国
賊
」*2

と
説
く
、
所
謂
「
四
箇
格
言
」
を
標
榜
し
、
烈
々
た
る
批
判
を

加
え
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
彼
が
一
際
強

く
怒
気
を
顕
わ
に
す
る
の
が
、「
念
仏
」
を
旨
と
す
る
浄
土
宗
と
、
そ
の
開
祖

で
あ
る
法
然
で
あ
っ
た
。
右
に
掲
げ
た
『
立
正
安
国
論
』
の
一
節
は
、
そ
う

し
た
日
蓮
に
よ
る
法
然
批
判
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
件
に
は
、
法
然
の
説
く
教
義
の
う
ち
、
如
何
な
る
点
が
日
蓮
に
と
っ

て
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
明
瞭
な
か
た
ち
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
わ
け
て
も
そ
の
教
義
の
特
色
―
―
そ
の
よ
う
に
日
蓮
は
解
釈
し
た

―
―
を
表
現
し
た
「
或
は
捨0

て
或
は
閉0

ぢ
、
或
は
擱0

き
或
は
抛0

つ
」
と
い
う

一
文
に
見
え
る
「
四
字
」
が
、「
捨
閉
擱
抛
」
と
い
う
法
然
な
ら
び
に
浄
土
宗

を
非
難
す
る
際
の
象
徴
的
な
成
句
と
し
て
結
果
し
た*3

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
日
蓮
に
よ
る
法
然
批
判
は
、
法
然
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
恃
み
と

す
る
専
修
念
仏
を
唯
一
の
往
生
行
と
し
て
選
び
取
り
、
法
華
経
を
筆
頭
に
そ

の
他
の
行
や
経
典
の
一
切
を
蔑
ろ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
端
を

発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
日
蓮
は
同
書
に
於
い
て
、
当
時
の
国
内

で
相
次
い
で
い
た
天
災
や
疫
病
の
原
因
は
、
浄
土
宗
を
広
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
仏
教
の
真
宗
を
貶
め
た
法
然
に
あ
る
と
し
て
、
法
然
を
名
指
し
で
激
し
く

糾
弾
す
る
。

不
選
択
の
選
択

　
　
　
─ 

法
然
思
想
に
お
け
る
「
選
択
」
の
位
相 

─

樋
　
口
　
達
　
郎
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而
る
に
法
然
の
撰
擇
に
依
つ
て
、
則
ち
敎
主
を
忘
れ
て
西
土
の
佛
駄
を

貴
び
、
付
屬
を
抛
つ
て
東
方
の
如
來
を
閣
き
、
唯
四
卷
三
部
の
經
典
を

專
ら
に
し
て
、
空
し
く
一
代
五
時
の
妙
典
を
抛
つ
。
是
を
以
て
、
彌
陀

の
堂
に
非
ざ
れ
ば
、
皆
供
佛
の
志
を
止
め
、
念
佛
の
者
に
非
ざ
れ
ば
、

早
く
施
僧
の
懷
ひ
を
忘
る
。
故
に
佛
堂
零
落
し
て
、
瓦
松
の
煙
り
老
い
、

僧
坊
荒
廢
し
て
、
庭
草
の
露
深
し
。
然
り
と
雖
も
各
護
惜
の
心
を
捨
て

て
、
竝
に
建
立
の
思
ひ
を
廢
す
。
是
を
以
て
、
住
持
の
聖
僧
、
行
い
て

歸
ら
ず
、
守
護
の
善
神
、
去
つ
て
來
る
こ
と
な
し
。
是
れ
偏
へ
に
法
然

の
撰
擇
に
依
る
な
り*4

。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
撰
擇
」
と
は
、
法
然
の
著
し
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

を
指
す
。『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
眼
目
は
、
様
々
な
経
典
や
行
を
吟
味
し

た
う
え
で
、
往
生
の
行
と
し
て
の
「
専
修
念
仏
」
が
選
び
取
ら
れ
る
と
い
う

点
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
於
い
て
為
さ
れ
て
い
る
種
々

の
「
選
択
」
こ
そ
、
日
蓮
が
「
捨
閉
擱
抛
」
と
断
じ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。

　

法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
へ
と
批
判
を
向
け
た
の
は
、
な
に
も
日
蓮

ひ
と
り
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い*5

。
た
と
え
ば
、
明
恵
房
高
弁
は
、
彼
自

ら
が
「
年
来
、
聖
人
に
お
い
て
、
深
く
仰
信
を
懐
け
り
」
と
吐
露
し
て
い
る

如
く
に
、
も
と
法
然
に
対
し
て
敬
仰
の
念
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、『
選

択
本
願
念
仏
集
』
に
つ
い
て
も
、「
名
を
聞
き
し
の
始
め
に
は
、
上
人
の
妙
釈

を
礼
せ
む
こ
と
を
喜
ぶ
」
心
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
ひ
と
た
び
書
を
繙
い
た
高
弁
は
そ
の
内
容
に
愕
然
と
し
、「
巻
を
披
く

の
今
は
、
念
仏
の
真
宗
を
黷
せ
り
と
恨
む
」
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
は

つ
い
に
、

こ
こ
に
近
代
、
上
人
あ
り
、
一
巻
の
書
を
作
る
。
名
づ
け
て
選
択
本
願

念
仏
集
と
曰
ふ
。
経
論
に
迷
惑
し
て
、
諸
人
を
欺
誑
せ
り
。
往
生
の
行

を
以
て
宗
と
す
と
雖
も
、
反
つ
て
往
生
の
行
を
妨
礙
せ
り
。

―
中
略
―

今
、
詳
か
に
知
り
ぬ
、
在
家
出
家
千
万
の
門
流
、
起
す
と
こ
ろ
の
種
種

の
邪
見
は
、
皆
こ
の
書
よ
り
起
れ
り
と
い
ふ
こ
と
を*6

。

と
い
い
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
排
撃
の
書
で
あ
る
『
摧
邪
輪
』
を
提
出
す
る

に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
然
に
崇
敬
の
念
を
懐
い
て
い
た
者
ま
で
も
が
彼
を
指
弾

す
る
側
に
回
っ
た
と
い
う
事
実
は
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
見
え
る
法
然
の

所
説
が
如
何
に
人
び
と
を
喫
驚
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
如
実
に
物

語
っ
て
い
よ
う
。
で
は
、
法
然
が
日
本
仏
教
界
に
投
じ
た
そ
の
衝
撃
と
動
揺
、

す
な
わ
ち
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
於
い
て
為
さ
れ
た
「
選
択
」
の
実
相
と

は
、
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
而
し
て
、
そ
れ
は
果
た
し
て
日

蓮
ら
の
苛
烈
な
批
判
が
示
す
よ
う
に
、
仏
説
に
弓
引
く
が
如
き
一
大
邪
見
で

あ
る
と
の
譏
り
を
免
れ
ざ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
か

か
る
衝
撃
を
惹
起
せ
し
め
た
そ
の
一
石
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
選
択
本
願
念
仏

集
』
に
見
え
る
法
然
の
所
説
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
こ
に
於
い
て
為
さ
れ

て
い
る
「
選
択
」
の
真
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　

一
、
敬
虔
さ
の
方
向
性

　

本
稿
に
於
い
て
為
す
べ
き
議
論
の
端
緒
と
し
て
、
ま
ず
は
序
に
述
べ
た
如

き
法
然
に
よ
る
「
衝
撃*7

」
の
内
実
に
つ
い
て
、
少
し
く
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。
無
論
の
こ
と
、
こ
れ
を
余
す
こ
と
な
く
洗
い
浚
い
に
論
う
と
な
れ
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ば
、
そ
れ
は
厖
大
且
つ
仔
細
な
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
、
本
論
の
要
点
で
あ
る
「
選
択
」
と
深
く
関

連
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
ふ
た
つ
の
点
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
と

す
る
。

　

さ
て
、
法
然
の
所
説
に
よ
っ
て
仏
教
界
に
齎
さ
れ
た
「
衝
撃
」、
す
な
わ

ち
法
然
が
既
存
の
教
説
に
対
し
て
為
し
た
転
回
の
眼
目
と
し
て
、
ひ
と
つ
に

は
、
従
来
の
仏
教
が
発
揮
し
た
あ
る
種
の
敬
虔
さ
の
方
向
性
を
、
称
名
念
仏

と
い
う
易
行
へ
と
向
け
換
え
た
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

れ
は
別
言
す
る
な
ら
ば
、
苦
行
を
通
じ
て
形
成
せ
ら
れ
る
類
の
敬
虔
さ
か
ら

の
脱
却
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

阿
満
利
麿
が
、

従
来
は
、
お
よ
そ
行
と
い
う
以
上
は
、
苦
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。お
の
れ
の
犯
し
た
罪
、他
人
の
犯
し
た
罪
を
あ
が
な
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
犯
す
で
あ
ろ
う
罪
に
そ
な
え
て
、
あ
ら
か
じ
め

あ
が
な
い
を
し
て
お
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
生
の
救
い
を
願
う
。

そ
の
行
が
、
安
楽
な
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
文
字
ど
お
り
、
わ
が

身
を
け
ず
っ
て
滅
罪
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い*8

。

と
端
的
に
指
摘
す
る
如
く
に
、
往
生
の
妨
げ
と
な
る
罪
科
を
贖
う
と
い
う
性

質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
行
」
と
は
ど
こ
ま
で
も
苦
行
で
あ
る
は

ず
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
、
苦
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
の
が
、
従
来
の
仏
教
に
於
け
る
「
行
」
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
っ
た
。

自
己
の
抱
え
る
罪
悪
が
深
け
れ
ば
深
い
だ
け
、「
行
」
も
ま
た
そ
の
苦
し
さ
、

困
難
さ
を
増
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
か
か
る
「
行
」

の
遂
行
に
於
い
て
生
ず
る
「
苦
」
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
業
に
塗

れ
、
と
も
す
れ
ば
煩
悩
に
囚
わ
れ
が
ち
な
自
己
へ
の
不
断
の
戒
め
や
、
あ
る

い
は
ま
た
そ
の
只
中
に
あ
っ
て
所
謂
「
悟
り
」
の
境
地
を
観
入
せ
ん
が
た
め

の
方
途
で
あ
る
と
と
も
に
、
時
と
し
て
滅
罪
の
対
価
と
い
う
側
面
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
行
」
に
附
随
す
る
身
を
切
る
よ

う
な
「
苦
」
を
噛
み
締
め
る
と
き
、
そ
こ
に
は
そ
の
「
苦
」
に
相
当
す
る
だ

け
の
罪
業
が
滅
失
し
た
と
い
う
確
信
と
、
往
生
へ
の
期
待
と
が
体
感
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
苦
行
を
旨
と
す
る
従
来

の
仏
教
は
、
謂
わ
ば
一
種
の
等
価
交
換
に
も
似
た
感
覚
の
も
と
に
、
自
罰
的

0

0

0

な
敬
虔
さ

0

0

0

0

を
発
揮
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

而
し
て
、
か
か
る
敬
虔
さ
は
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
お
の
ず
か
ら
往
生
へ

と
躙
り
寄
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
に
そ
の
背
を
つ
け
る
が
如
き
も
の
で
も

あ
る
。
苦
行
に
よ
っ
て
悟
り
や
往
生
を
得
る
と
い
う
可
能
性
を
措
定
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
か
よ
う
な
境
地
へ
と
到
る
道
筋
を
切
り
拓
く
手
立
て
が
我
々

人
間
に
所
与
の
も
の
と
し
て
在
り
、
そ
の
道
行
が
達
成
せ
ら
れ
る
か
否
か
―

―
あ
る
い
は
ど
の
地
点
に
ま
で
到
達
し
う
る
か
―
―
は
、
ひ
と
え
に
行
者

個
々
の
努
力
や
力
量
に
際
し
て
応
変
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ

こ
と
と
、
窮
極
的
に
は
同
義
を
為
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち

こ
こ
に
、
自
力
行
に
よ
っ
て
往
生
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
立
ち
顕

れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

  
と
こ
ろ
が
、
周
知
の
如
く
に
法
然
は
さ
よ
う
な
自
力
行
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
自
ら
の
思
想
に
採
用
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
彼
が
往
生
へ
の
方
途
と
し
て

見
出
し
た
「
専
修
念
仏
」
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
困
難
を
伴
う
苦
行
と
は
一

線
を
画
す
「
易
行
」
と
し
て
、
人
び
と
の
前
に
呈
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
易0

行
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
信
仰
に
対
す
る
敬
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虔
さ
を
も
減
免
す
る
と
い
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
苦
行
に
よ
る
自
力
主
義

よ
り
脱
し
、
弥
陀
の
慈
悲
と
そ
の
威
力
の
み
を
恃
み
と
し
て
往
生
を
願
う
の

で
あ
る
か
ら
、
信
心
と
い
う
観
点
よ
り
見
れ
ば
、
そ
れ
は
生
半
な
覚
悟
に
よ

る
も
の
で
は
あ
り
え
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
否
、
さ
よ
う
な
あ
り
か
た
に
基
づ
く

か
ら
こ
そ
、
そ
の
核
心
を
担
う
信
心
は
必
然
に
し
て
強
靭
な
も
の
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
法
然
の
標
榜
す
る
信
仰
体
系
に
あ
っ
て
は
、
従
前

の
自
罰
的
な
苦
行
が
脱
落
せ
し
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
発
揮
さ
れ
て

い
た
敬
虔
さ
の
一
切
が
弥
陀
へ
の
信
心
と
い
う
か
た
ち
へ
と
向
け
換
え
ら
れ

る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

二
、
救
済
の
基
準
と
範
疇

　

ま
た
、
善
悪
と
い
う
観
念
を
往
生
可
能
性
の
本
質
の
埒
外
へ
と
位
置
づ
け

た
こ
と
も
、
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
苦
行
を
積

み
、
善
行
を
為
す
と
い
う
「
自
力
作
善
」
な
る
あ
り
か
た
こ
そ
が
往
生
の
要

件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
悪
行
を
為
し
た
者
、
あ
る
い
は

善
行
を
為
さ
ぬ
者
は
そ
の
必
然
と
し
て
往
生
か
ら
遠
退
く
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
而
し
て
、
そ
こ
に
は
当
事
者
の
意
思
介
入
の
是
非
や
不
可
抗
力
と
い
っ

た
も
の
を
忖
度
す
る
姿
勢
は
稀
薄
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
面
的
な
か
た

ち
で
往
生
可
能
性
か
ら
の
断
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
苦
行
を
勤
め
て
往
生
せ
よ
と
い
う
が
、
行
じ
た
く
と
も
諸
々
の
事
情
に

よ
り
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
者
や
、
あ
る
い
は
途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
者
は
救

済
に
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
布
施
を
し
、
仏
像
や
仏
塔
を
建
立
し
、

も
っ
て
善
行
を
為
せ
と
い
う
が
、
貧
困
ゆ
え
に
そ
れ
が
で
き
ぬ
者
は
如
何
。

そ
の
生
業
ゆ
え
に
、
已
む
無
く
生
物
を
屠
殺
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
は
。
こ
う
し

た
者
た
ち
は
、
た
だ
た
だ
坐
し
て
堕
地
獄
の
憂
き
目
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。

　

自
力
の
行
に
よ
っ
て
善
根
を
作
る
者
の
み
が
往
生
へ
近
づ
く
と
す
る
自
力

主
義
に
基
づ
く
教
義
に
あ
っ
て
は
、
か
く
の
如
き
疑
問
は
当
然
に
し
て
誘
致

せ
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
し
、
恐
ら
く
か
か
る
疑
問
に
対
す
る
自
力
主
義

者
か
ら
の
回
答
も
推
し
て
知
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
か
よ
う
な
教

義
に
面
接
す
る
と
き
、
往
生
か
ら
の
落
伍
者

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
は
自
身
の
罪
業
の
深
さ
や
悪

人
と
し
て
の
自
己
と
い
う
自
覚
に
慄
き
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
次
生
に
於
け

る
立
場
の
上
昇
―
―
あ
る
い
は
顚
落
の
阻
止
―
―
を
志
向
し
、
藁
に
も
縋
る

思
い
で
善
行
を
積
み
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

煎
じ
詰
め
る
に
、
自
力
の
教
義
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
不
可
知
性
ゆ
え
に

圧
倒
的
な
恐
怖
を
湛
え
て
我
々
に
迫
る
「
死
」
や
、
あ
る
い
は
「
死
後
」
と

い
う
事
ど
も
を
主
た
る
場
と
し
て
、「
善
悪
」
と
い
う
二
元
性
に
基
づ
く
優
劣

を
構
造
せ
し
め
る
如
き
も
の
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

…
…
例
え
ば
「
菩
薩
」
と
「
五
逆
」
の
差
別
的
役
割
分
担
の
ご
と
く
、「
菩

薩
」
と
し
て
の
「
聖
」
が
己
れ
の
苦
行
主
義
を
権
威
と
し
て
殺
生
を
生

業
と
す
る
「
五
逆
」
の
も
の
た
ち
に
堕
地
獄
の
恐
怖
を
植
え
つ
け
な
が

ら
「
自
力
作
善
」
の
作
善
主
義
を
教
唆
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る*9

。

　

か
く
分
析
す
る
袴
谷
憲
昭
の
言
は
、
さ
よ
う
な
「
自
力
作
善
」
の
教
え
に

纏
綿
す
る
欺
瞞
を
極
め
て
鋭
い
こ
と
ば
で
剔
抉
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
無
論
の
こ
と
、
自
力
主
義
、
苦
行
主
義
に
立
つ
「
聖
」
た
ち
が
、
皆
一

様
に
し
て
か
か
る
優
劣
構
造
の
創
出
と
維
持
と
に
積
極
性
を
働
か
せ
て
い
た

わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
例
外
は
あ
れ
ど
も
、
恐
ら
く
そ
の
大
勢
は
た
だ
頓
に
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己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
自
力
作
善
に
邁
進
し
て
い
た
に
過
ぎ
ぬ
は
ず

で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
先
述
の
如
き
自
罰
的
な
敬
虔
さ
の
も
と
に
、
彼
ら
は

彼
ら
な
り
の
方
途
で
も
っ
て
教
義
の
説
く
と
こ
ろ
に
沿
お
う
と
し
た
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
縦
し
ん
ば
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
先
の
如
き
問
題

は
本
質
的
に
何
ら
の
解
決
を
も
見
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
往
生
の
対

象
を
巡
る
這
般
の
問
題
は
、「
聖
」
ら
に
よ
る
意
識
的
の
有
無
で
は
な
く
、
自

力
主
義
と
い
う
あ
り
か
た
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
孕
ま
ざ
る
を
え
な
い
件
の

欺
瞞
性

0

0

0

に
こ
そ
、
そ
の
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
節
に
て
言
い
及
ん
だ
自
罰
的
敬
虔
さ
と
い
う
も
の
は
、
専

心
と
い
う
観
点
よ
り
こ
れ
を
眺
め
遣
る
な
ら
ば
、
信
仰
の
深
度
や
そ
の
収
束

の
適
確
性
に
於
い
て
、
た
し
か
に
効
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
我

が
身
の
摩
滅
を
も
厭
わ
ず
苦
行
に
邁
進
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
信
仰

に
対
す
る
没
入
の
程
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
強
堅
さ
に
疑
念
を
差
し
挟

む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
他
方
で
は
、
自
ら
の
力
で
も
っ

て
往
生
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
立
場
ゆ
え
の
自
己
不
信
を
招
来
す
る
も
の
で
も

あ
る
。

　

往
生
と
い
う
到
達
目
標
が
、
そ
の
達
成
の
可
否
判
断
に
於
い
て
困
難
を
き

わ
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
縷
説
を
要
す
ま
い
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
自
力
主
義
に
於
い
て
苦
行
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
延
い
て
は

そ
こ
に
、
目
標
へ
漸
近
し
て
い
る
と
い
う
幾
許
か
の
実
感
や
期
待
が
生
じ
て

く
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
確
信
と
な
ら
ぬ
か

ぎ
り
は
、
そ
こ
に
一
抹
の
不
安
を
抱
え
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
確
信
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
苦
行
を
積
み
重
ね
た
そ
の
果
て
に
、
己
の

非
力
を
直
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
事
態
に
面
接
し
た
と
き
、
そ
の
心
中
に

擡
頭
し
た
件
の
自
己
不
信
は
、
そ
れ
自
体
を
も
っ
て
当
人
の
往
生
可
能
性
を

否
定
し
さ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
こ
こ
に
い
う
自
己
不
信
、
す
な
わ
ち
「
自
分
な
ど
が
果
た
し
て
往
生
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
不
安
や
疑
念
の
存
在
は
、
な
に
も
自
力
主

義
の
場
の
み
に
局
限
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
態
様
や
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
ど
も
、
往
々
に
し
て
直
面
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
問
題
で
あ
り
、
且

つ
は
前
述
の
如
く
に
往
生
の
途
に
於
け
る
大
き
な
妨
げ
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
か
か
る
問
題
に
触
れ
、
法
然
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
事
に
は
じ
め
の
わ
が
身
を
信
ず
る
様
を
釈
し
給
は
ざ
り
せ
ば
、
わ
れ

ら
が
心
ば
へ
の
あ
り
さ
ま
に
て
は
、
い
か
に
念
仏
申
す
と
も
、
か
の
ほ

と
け
の
本
願
に
か
な
ひ
が
た
く
、
い
ま
一
念
・
十
念
に
往
生
す
る
と
い

ふ
は
、
煩
悩
を
も
お
こ
さ
ず
、
つ
み
を
も
つ
く
ら
ぬ
め
で
た
き
人
に
て

こ
そ
あ
る
ら
め
。
わ
れ
ら
が
ご
と
き
の
と
も
が
ら
に
て
は
よ
も
あ
ら
じ

な
ん
ど
、
身
の
程
思
ひ
し
ら
れ
て
、
往
生
も
た
の
み
ま
で
あ
や
う
く
お

ぼ
え
な
ま
じ
に
、
こ
の
二
つ
の
信
心
を
釈
し
給
ひ
た
る
事
は
、
い
み
じ

く
身
に
し
み
て
お
も
ふ
べ
き
也
。
こ
の
釈
を
心
え
わ
け
ぬ
人
は
、
み
な

わ
が
心
の
わ
ろ
け
れ
ば
、
往
生
は
か
な
は
じ
な
ん
と
こ
そ
は
申
あ
ひ
た

れ
。
そ
の
う
た
が
ひ
を
な
す
は
、
や
が
て
往
生
せ
ぬ
心
ば
へ
也
。
こ
の

む
ね
を
心
え
て
、
な
が
く
う
た
が
ふ
心
あ
る
ま
じ
き
也
。
心
の
善
悪
を

も
か
へ
り
見
ず
、
つ
み
の
軽
重
を
も
沙
汰
せ
ず
、
た
ゞ
口
に
南
無
阿
弥

陀
仏
と
申
せ
ば
、
仏
の
ち
か
ひ
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
往
生
す
る
ぞ
と

決
定
の
心
を
お
こ
す
べ
き
也
。
そ
の
決
定
の
心
に
よ
り
て
、
往
生
の
業

は
さ
だ
ま
る
也*10

。

　

法
然
は
、
善
悪
や
罪
の
重
さ
が
往
生
の
可
否
を
左
右
す
る
と
い
う
認
識
に
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立
と
う
と
し
な
い
。
か
よ
う
な
認
識
に
立
脚
す
る
か
ぎ
り
、
自
己
不
信
や
不

安
が
招
き
込
む
「
う
た
が
ふ
心
」
の
桎
梏
か
ら
は
逃
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、法
然
は
念
仏
し
さ
え
す
れ
ば
「
仏
の
ち
か
ひ
」
で
あ
る
本
願
に
よ
っ

て
必
ず
往
生
で
き
る
の
だ
と
説
く
。
我
々
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る

の
で
は
な
く
、
本
願
が
我
々
を
往
生
せ
し
め
る

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
か
ら
、
本
願
に
於

い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
「
心
の
善
悪
」
や
「
つ
み
の
軽
重
」
と
い
っ
た
要

素
は
往
生
の
是
非
に
介
入
し
え
な
い
。
そ
こ
に
於
い
て
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

自
力
行
を
為
す
こ
と
で
も
、
お
の
れ
を
信
ず
る
こ
と
で
も
な
く
、
我
々
を
救

う
と
誓
っ
た
弥
陀
を
信
ず
る
心
、
す
な
わ
ち
「
決
定
の
心
」
の
み
で
あ
る
。

い
う
な
れ
ば
、
法
然
の
考
え
る
往
生
の
基
準
は
ひ
と
え
に
三
心
具
足
の
う
え

で
「
念
仏
す
る
か
否
か
」
と
い
う
点
に
の
み
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
心
性

の
あ
り
さ
ま
や
罪
業
の
程
度
と
い
っ
た
問
題
は
そ
も
そ
も
往
生
に
於
け
る
判

断
材
料
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
彼
の
思
想
的
確
信
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。

　
　

三
、「
選
択
」
の
二
義

　

こ
う
し
た
特
色
を
持
つ
法
然
の
思
想
は
、
や
が
て
著
述
と
し
て
ひ
と
つ
の

結
果
を
み
る
。
す
な
わ
ち
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
で
あ
る
。
そ
の
名
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
そ
の
随
所
に
於
い
て
展
開
さ
れ
る
種
々
の
「
選

択
」
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、「
選
択
」
と
い
う
語
、
あ
る
い
は
行
為
と
し
て
の
「
選
択
」
と
い
う

機
会
に
応
接
し
た
と
き
、
概
し
て
我
々
は
そ
こ
に
於
い
て
、
正
し
い
何
か
、

あ
る
い
は
有
効
・
最
善
な
何
か
―
―
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
身
が
か
く
判
断

し
た
に
過
ぎ
ぬ
も
の
だ
が
―
―
を
選
び
取
り
、
そ
の
判
断
に
洩
れ
た
他
の
事

ど
も
を
捨
象
す
る
が
如
き
態
度
を
想
起
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
見
し
て

尤
も
ら
し
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
然
の
考
え

る
「
選
択
」、
就
中
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
於
い
て
の
そ
れ
は
、
時
と
し

て
「
他
」
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
進
ん
で
包
摂
し
よ
う
と
す

る
意
図
を
も
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、『
撰
択
本
願
念
仏
集
』
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
種
々
の
「
選
択
」

は
、
た
と
え
ば
念
仏
を
正
行
と
し
て
選0

び
、
そ
の
他
を
雑
行
と
し
て
捨0

て
る
、

あ
る
い
は
浄
土
門
を
選0

び
、
聖
道
門
を
捨0

て
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
先
に
述

べ
た
如
き
一
般
然
と
し
た
「
選
捨
」
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
か
に
思
わ
れ
る

も
の
が
散
見
せ
ら
れ
る
。
日
蓮
を
は
じ
め
、
法
然
を
批
判
し
た
者
ら
が
看
過

し
え
ぬ
と
し
た
の
も
、実
に
こ
う
し
た
「
捨
」
の
側
面
に
纏
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
に
於
い
て
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
な

か
に
あ
ら
わ
れ
る
「
選
択
」
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
も
の
も

あ
る
。

　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
「
弥
陀
如
来
、
余
行
を
も
つ
て
往
生
の
本
願
と

し
た
ま
は
ず
。
た
だ
念
仏
を
も
つ
て
往
生
の
本
願
と
し
た
ま
へ
る
の
文
」
と

題
さ
れ
た
章
に
は
、「
問
う
て
曰
く
、
経
に
は
乃
至
と
云
い
、
釈
に
は
下
至
と

云
う
。
そ
の
意
い
か
ん
。」
と
い
う
問
に
対
す
る
法
然
の
見
解
が
披
露
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
、
す
な
わ
ち
第
十
八
願
に
つ
い
て

『
無
量
寿
経
』
に
は
、

設
我
得
仏
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
、
乃
至
十
念
、
若
不

生
者
、
不
取
正
覚
。
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法*11

。

と
、
往
生
の
要
件
と
し
て
の
「
十
念
」
を
「
乃
至
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
規

定
し
て
い
る*12

の
に
対
し
、善
導
が
『
往
生
礼
讃
』
に
於
い
て
こ
れ
を
「
下
至
」
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と
書
き
改
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
真
意
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
法
然
は

ま
ず
、「
乃
至
と
下
至
と
、
そ
の
意
こ
れ
一
な
り
」
と
述
べ
、
四
十
八
願
に
見

え
る
「
下
至
」
の
例*13

を
引
き
つ
つ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

に
異
同
な
き
こ
と
を
説
く
。
い
ず
れ
の
文
言
も
そ
の
示
す
も
の
は
同
一
で
あ

り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
一
生
涯
を
通
し
て
念
ず
る
「
上
一
形
」
か
ら
、
果
て

は
臨
終
に
際
し
て
唱
え
る
「
下
十
声
・
一
声
」
ま
で
の
す
べ
て
の
念
仏
を
指

し
て
の
謂
で
あ
る
と
い
う
の
が
法
然
の
解
釈
で
あ
る
。

　

而
し
て
、
か
く
の
如
き
説
明
に
引
き
続
い
て
、
法
然
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

但
し
善
導
と
諸
師
と
、
そ
の
意
不
同
な
り
。
諸
師
の
釈
に
は
別
し
て
十

念
往
生
の
願
と
云
ふ
。
善
導
独
り
、
惣
じ
て
念
仏
往
生
の
願
と
云
ふ
。

諸
師
の
別
し
て
十
念
往
生
の
願
と
云
ふ
は
、
そ
の
意
即
ち
周
か
ら
ず
。

し
か
る
所
以
は
、
上
一
形
を
捨
て
、
下
一
念
を
捨
つ
る
の
故
な
り
。
善

導
の
惣
じ
て
念
仏
往
生
の
願
と
言
ふ
は
、
そ
の
意
即
ち
周
し
。
し
か
る

所
以
は
、
上
一
形
を
取
り
、
下
一
念
を
取
る
の
故
な
り*14

。

　

か
か
る
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
無
量
寿
経
』
に
見
え
る
「
乃
至

十
念
」
と
い
う
表
現
を
巡
る
解
釈
、
す
な
わ
ち
往
生
に
必
要
な
念
仏
の
回
数

を
い
く
つ
と
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

法
然
は
善
導
の
主
張
す
る
「
念
仏
往
生
」
と
い
う
見
解
と
、
そ
の
ほ
か
の
仏

教
者
ら
の
説
く
「
十
念
往
生
」
と
い
う
立
場
と
を
紹
介
し
、
い
ず
れ
が
弥
陀

の
本
願
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
法
然
に
よ
れ
ば
、「
諸
師
」

の
一
般
に
い
う
「
十
念
往
生
」
と
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
「
上
一
形
を
捨
て
、

下
一
念
を
捨
つ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
本
願
を
「
十
念
往
生
」
の
願
と

し
て
し
ま
え
ば
、「
十
念
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
往
生
へ
と
進
む
唯
一
の
行
と
し

て
認
識
さ
れ
て
し
ま
い
、
生
涯
を
通
し
て
の
念
仏
行
や
、
あ
る
い
は
今
際
の

際
に
口
を
衝
い
て
発
せ
ら
れ
た
文
字
ど
お
り
の
「
一
念
」
が
捨
象
せ
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
、
法
然
に
と
り
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る

問
題
意
識
と
し
て
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
次
い
で
、
善
導
の
唱
え

る
「
念
仏
往
生
」
に
つ
い
て
、
法
然
は
こ
れ
を
「
上
一
形
を
取
り
、
下
一
念

を
取
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
者
の
如
く
に
「
十
念

0

0

往
生
」
と
銘

打
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
よ
り
多
く
あ
っ
て
も
少
な
く
あ
っ
て
も
取
り
決
め

か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
を
「
念
仏
往
生
」
と
見
る
か

ぎ
り
に
於
い
て
は
、
そ
の
量
的
な
多
寡
の
別
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
「
一
形
」
で
あ
ろ

う
が
「
一
念
」
で
あ
ろ
う
が
、
勿
論
「
十
念
」
で
あ
ろ
う
が
、
皆
等
し
く
往

生
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
、
法
然
は
ま
さ
し
く
、
上
は
一
形

か
ら
下
は
一
念
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
於
け
る
往
生
の
可
能
性
を
支
持
す

る
立
場
を
闡
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
法
然
に
よ
る
か
か
る
解
釈
―
―
無
論
の
こ
と
法
然
は
善
導
の
釈

を
も
と
に
自
説
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
―
―
に
は
、
問
題
と
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
点
も
あ
る
。
件
の
一
節
に
於
い
て
論
題
と
さ
れ
て
い
る
「
乃
至
」
と

は
、
基
本
的
に
は
「
甲
乃
至

0

0

乙
」
と
い
う
か
た
ち
で
も
っ
て
、
甲
乙
の
間
を

省
略
す
る
意
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、「
乃
至
十
念
」
と
い
っ

た
場
合
に
は
、「
一
形
乃
至
十
念
」
す
な
わ
ち
「
一
生
涯
に
わ
た
る
念
仏
か
ら
、

十
念
に
い
た
る
ま
で
」
と
の
意
に
解
す
る
の
が
本
来
は
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。

現
に
法
然
自
身
も
「
乃
至
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、「
経
に
乃
至
と
云
ふ
は
、

多
よ
り
少
に
向
ふ

0

0

0

0

0

0

0

言
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
を
明
確
に
認
識
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
語
義
へ
の
認
識
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
な
お
念
仏
と
は
「
上
一
形
を
取
り
、
下
一
念
を
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取
る
」
こ
と
が
本
義
で
あ
る
と
す
る
法
然
の
態
度
は
、
ま
さ
し
く
念
仏
を
行

ず
る
者
を
誰
ひ
と
り
と
し
て
取
り
零
す
ま
い
と
い
う
決
意
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
か
に
見
え
る
。
而
し
て
、
右
の
如
き
「
念
仏
往
生
」
の
選
択
は
、「
十
念
往

生
」
と
い
う
立
場
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
を
「
選
捨
」
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
に
於
い
て
衆
生
救
済
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
ま
で
「
捨
」
の
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
の
十
念
未
満
と
い
う
範
囲
を

「
選
取
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
な
如
く
に
、「
選
択
」
と
は
一
を
取
っ
て
他
を
捨
て
る
こ
と
と
し
て
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
他
を
も
一
に
含
め
て
捨
て
な
い
と
い
う
判
断
で

も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
　

四
、
不
選
択
の
選
択

　

か
よ
う
な
観
点
の
も
と
に
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
所
説
を
眺
め
遣
る
と

き
、
法
然
に
と
っ
て
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
や
が
て
拾
う
た
め
の
手
段

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
立
ち
顕
れ
て
く
る
。
難
行
で
あ
る
自
力
の
行
を
捨

て
、
易
行
と
し
て
の
念
仏
行
を
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
教
義
に

よ
っ
て
は
救
済
に
与
る
こ
と
能
わ
ぬ
と
さ
れ
る
者
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
旧

態
の
仏
教
か
ら
は
弾
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
の
者
を
、
救
い
の
対
象
と
す

る
こ
と
を
目
指
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
、
従
前
の

仏
教
に
纏
繞
す
る
あ
ら
ゆ
る
優
劣
構
造
の
一
切
を
無
化
し
、
且
つ
は
そ
れ
ら

を
称
名
念
仏
と
い
う
行
の
も
と
に
於
い
て
一
な
る
救
済
対
象
へ
と
収
斂
せ
し

め
る
が
如
き
を
志
向
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
法
然
が
自
身
の
帰
依
者
で
あ
る
津
戸
三
郎
へ
と
宛
て
た
書
簡

の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。

…
…
念
仏
ノ
行
ハ
モ
ト
ヨ
リ
有
智
・
無
智
ニ
カ
ギ
ラ
ズ
、
弥
陀
ノ
ム
カ

シ
チ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
シ
本
願
モ
、
ア
マ
ネ
ク
一
切
衆
生
ノ
タ
メ
也
。
無
智

ノ
タ
メ
ニ
ハ
念
仏
ヲ
願
ジ
、
有
智
ノ
タ
メ
ニ
ハ
余
ノ
フ
カ
キ
行
ヲ
願
ジ

タ
マ
ヘ
ル
事
ナ
シ
。
十
方
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
ヒ
ロ
ク
有
智
・
无
智
、
有

罪
・
无
罪
、
善
人
・
悪
人
、
持
戒
・
破
戒
、
タ
フ
ト
キ
モ
イ
ヤ
シ
キ
モ
、

男
モ
女
モ
、
モ
シ
ハ
仏
在
世
、
モ
シ
ハ
仏
滅
後
ノ
近
来
ノ
衆
生
、
モ
シ

ハ
釈
迦
ノ
末
法
万
年
ノ
ノ
チ
、
三
宝
ミ
ナ
ウ
セ
テ
ノ
時
ノ
衆
生
マ
デ
、

ミ
ナ
コ
モ
リ
タ
ル
也*15

。

　

念
仏
を
往
生
の
行
と
し
て
定
め
る
「
弥
陀
ノ
ム
カ
シ
チ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
シ
本

願
」
は
、「
ア
マ
ネ
ク
一
切
衆
生
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
法
然
は
い
う
。

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
弥
陀
が
無
智
な
る
者
の
た
め
に
念
仏
に
よ
る
救
済
を
願

と
し
て
立
て
て
い
る
そ
の
一
方
で
、
有
智
の
者
を
対
象
と
し
た
「
余
ノ
フ
カ

キ
行
」
に
関
し
て
は
願
を
発
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
無
智
」
の
た
め
に
は
念
仏
を
用
意
し
、「
有
智
」
に
は
何
も
用
意
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

。
こ
の
事
実
は
、
し
か
し
な
が
ら
、「
無
智
」
と
「
有
智
」
と
を
選
り
分

け
た
う
え
で
前
者
の
み
が
救
済
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
智
の
「
有
―
無
」
に
は
じ
ま
り
、
罪
の
有

無
や
善
悪
の
別
、
貴
賤
に
男
女
と
い
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
い
し
は
分

割
的
構
造
―
―
そ
れ
は
「
仏
在
世
」・「
仏
滅
後
」・「
三
宝
滅
失
後
」
と
い
う

時
間
性
す
ら
も
例
外
で
は
な
い
―
―
を
解
消
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

ゆ
え
に
、
先
述
の
如
き
有
智
か
無
智
か
と
い
う
基
準
は
、
弥
陀
の
救
済
に
於

い
て
は
窮
極
的
に
は
意
味
を
持
た
な
い
。
弥
陀
の
本
願
の
前
で
は
、
有
智
の

者
で
あ
ろ
う
が
無
智
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
均
し
く
「
一
切
衆
生
」

と
い
う
範
囲
に
包
摂
さ
れ
、
文
字
ど
お
り
そ
の
「
一
切
」
が
救
済
の
対
象
と
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な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

而
し
て
、
か
か
る
本
願
へ
の
理
解
こ
そ
が
、「
救
済
に
与
る
範
囲
」
と
い
う

仏
教
に
と
っ
て
不
可
避
の
問
題
に
切
り
結
ぶ
法
然
が
、
件
の
「
選
択
」
を
経

て
到
り
つ
い
た
地
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
法
然
は
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
中
で
教
義
や
経
典
を
選
択
す
る
に
よ
っ
て
、
救
済
に
於
け
る
不
選
択
を
導

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
う
と
し
た

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
か
か
る
「
不
選
択
の
選
択
」
と
も
い
う
べ
き
態
度

こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
法
然
思
想
を
貫
く
一
本
の
軸
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

か
く
し
て
法
然
の
見
据
え
る
「
不
選
択
」
と
い
う
境
地
の
、
そ
の
根
柢
に

は
、
優
し
さ
と
哀
れ
み
に
基
づ
く
衆
生
へ
の
ま
な
ざ
し
が
存
し
て
い
た
。
法

然
は
、
念
仏
往
生
を
信
ぜ
ぬ
者
や
、
い
き
お
い
そ
れ
を
誹
謗
し
よ
う
と
す
る

者
に
対
し
て
、
哀
れ
み
を
も
っ
て
接
す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

サ
レ
バ
サ
ヤ
ウ
ニ
妄
語
ヲ
タ
ク
ミ
テ
申
候
覧
人
ハ
、
カ
ヘ
リ
テ
ア
ハ
レ

ム
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。

―
中
略
―

カ
ヽ
ル
不
信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
利
益
セ
ム
ト
オ
モ

フ
ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
ト
ク
極
楽
ヘ
マ
イ
リ
テ
、
サ
ト
リ
ヒ
ラ
キ
テ
、
生
死

ニ
カ
ヘ
リ
テ
、
誹
謗
・
不
信
ノ
モ
ノ
ヲ
ワ
タ
シ
テ
、
一
切
衆
生
ア
マ
ネ

ク
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ベ
キ
事
ニ
テ
候
也*16

。

念
仏
ノ
行
ア
ナ
ガ
チ
ニ
信
ゼ
ザ
ル
人
ニ
論
ジ
ア
ヒ
、
マ
タ
ア
ラ
ヌ
行
、

コ
ト
サ
ト
リ
ノ
人
ニ
ム
カ
ヒ
テ
、
イ
タ
ク
シ
ヰ
テ
オ
ホ
セ
ラ
ル
ヽ
事
候

マ
ジ
、
異
学
・
異
解
ノ
人
ヲ
エ
テ
ハ
、
コ
レ
ヲ
恭
敬
シ
テ
カ
ナ
シ
メ
、

ア
ナ
ヅ
ル
事
ナ
カ
レ
ト
、
申
タ
ル
コ
ト
ニ
テ
候
也*17

。

　

か
か
る
哀
れ
み
の
念
は
、
念
仏
往
生
の
教
え
を
疑
い
、
こ
れ
を
容
れ
ざ
る

者
に
対
す
る
優
越
の
感
情
よ
り
発
出
す
る
類
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。「
不

信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
」
や
、
あ
る

い
は
「
誹
謗
・
不
信
ノ
モ
ノ
ヲ
ワ
タ
シ
テ
、
一
切
衆
生
ア
マ
ネ
ク
利
益
セ
ム

ト
オ
モ
フ
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
者
こ
そ
救
済
さ
れ

て
ほ
し
い
と
願
う
気
持
ち
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
法
然
の
思
想
を
取
り
巻
き
、

そ
の
大
成
を
促
し
た
「
選
択
」
の
概
念
は
、
ひ
と
え
に
無
自
覚
の
う
ち
に
進

ん
で
苦
し
み
に
沈
み
込
も
う
と
す
る
者
た
ち
へ
の
掛
け
値
な
し
の
情
に
由
縁

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
目
指
し
て
「
本

願
」
を
発
願
し
た
弥
陀
の
慈
悲
心
と
呼
応
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
　
「
選
択
」
の
位
相 

―
―
む
す
び
に
か
え
て

　

述
べ
来
っ
た
如
く
に
、
法
然
は
「
一
切
衆
生
の
救
済
」
へ
と
到
る
可
能
性

を
一
心
に
追
求
し
た
。
而
し
て
、
か
か
る
可
能
性
は
ま
さ
し
く
、
弥
陀
の
本

願
を
拠
所
と
し
た
「
専
修
念
仏
」
と
い
う
あ
り
か
た
に
於
い
て
見
出
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
ば
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
は
、
法
然
の
信
仰
的
確
信

を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
が
そ
こ
に
到
り
つ
く
ま
で
の
道
程

0

0

そ
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
道
程
を
踏
み
進
む

法
然
の
態
度
、
す
な
わ
ち
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
於
け
る
「
選
択
」
は
、

結
果
と
し
て
本
稿
の
序
に
紹
介
し
た
如
き
反
撥
の
動
因
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
然
と
い
う
人
物
の
あ
り
か
た
に
照
ら
し
て
考
え
る
と

き
、
こ
こ
に
一
点
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
、
徹
底
し
て
自
身
が

一
介
の
凡
夫
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
の
意
識
を
堅
持
し
続
け
た
法
然
が
、
自
ら

を
し
て
仏
説
の
取
捨
選
択
と
い
う
行
為
へ
と
向
か
わ
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
事
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第19号

（
二
二
）

　

だ
と
す
れ
ば
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
通
し
て
随
所
に
あ
ら
わ
れ
る
「
選

択
」
と
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
法
然
を
批
判
し
た
者
た
ち

が
問
題
と
し
た
、
仏
説
や
経
典
に
対
す
る
選
取
や
選
捨
と
い
っ
た
類
の
「
選

択
」
を
、
果
た
し
て
真
に
法
然
は
為
し
た
の
で
あ
っ
た
か
。
最
後
に
か
か
る

点
に
つ
い
て
言
及
し
、
稿
を
閉
じ
た
い
。

　

さ
て
、『
撰
択
本
願
念
仏
集
』
に
は
、
以
下
の
如
き
件
が
見
え
て
い
る
。

問
う
て
曰
く
、
普
く
諸
願
に
約
し
て
麁
悪
を
選
捨
し
善
妙
を
選
取
す
る

こ
と
、
そ
の
理
し
か
る
べ
し
。

何
が
故
ぞ
、
第
十
八
の
願
に
、
一
切
の
諸
行
を
選
捨
し
て
、
た
だ
偏
に

念
仏
一
行
を
選
取
し
て
往
生
の
本
願
と
す
る
や*18

。

　

こ
こ
に
は
、
な
に
ゆ
え
本
願
に
於
い
て
念
仏
の
み
が
往
生
の
行
と
し
て
選

取
さ
れ
、
他
の
一
切
の
諸
行
が
選
捨
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
立
て

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
願
は
な
ぜ
本
願
な
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
『
選
択
本
願
念

仏
集
』
の
、
延
い
て
は
法
然
思
想
の
一
つ
の
核
心
を
衝
く
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

而
し
て
、
か
か
る
問
い
を
受
け
て
、
法
然
は
自
身
の
見
解
を
披
瀝
し
て
ゆ

く
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
所
説
に
先
駆
け
て
発
せ
ら
れ
た
あ
る

文
言
で
あ
る
。
法
然
は
、
問
い
に
応
答
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
い

う
。

答
へ
て
曰
く
、
聖
意
測
り
難
し
、
た
や
す
く
解
す
る
こ
と
あ
た
は
ず*19

。

　

本
願
が
本
願
と
し
て
あ
る
そ
の
ゆ
え
を
問
わ
れ
た
法
然
の
第
一
声
は
実
に
、

そ
れ
が
測
り
が
た
い
「
聖
意
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

を
「
た
や
す
く
解
す
る
こ
と
」
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
表
白
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
然
が
か
く
の
如
き
聖
意
不
可
測
の
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

を*20

吐
露
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
前
掲
し
た
問
い
の
内
容
に
目
を
遣
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、「
第

十
八
の
願
」
に
於
い
て
他
の
「
一
切
の
諸
行
を
選
捨
」
し
、「
念
仏
一
行
を
選

取
」
し
た
の
は
何
者
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
本0

願
を
本
願
と
し
て
あ
ら
し
め
る
た
め
の
選
択

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
為
し
た
主
体
の
存
在
を
め
ぐ

る
問
題
が
、
こ
こ
に
は
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
か
か
る
文
脈
に
於
け
る
「
選
捨
」
な
ら
び
に
「
選
取
」
の
行
為
主

体
は
誰
か
。
先
に
挙
げ
た
聖
意
不
可
測
の
前
置
き
に
照
ら
す
か
ぎ
り
、
こ
れ

は
法
然
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
続
く
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
法
然
は
、
自
身
に
は
測
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
問
い
に
つ
い
て
、

「
二
の
義
」
す
な
わ
ち
ふ
た
つ
の
観
点
か
ら
回
答
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
ひ

と
つ
は
「
勝
劣
の
義
」、
今
ひ
と
つ
は
「
難
易
の
義
」
で
あ
る
。
而
し
て
、

こ
の
ふ
た
つ
の
「
義
」
に
基
づ
く
解
釈
の
結
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
故
に
劣
を

捨
て
勝
を
取
つ
て
、
も
っ
て
本
願
と
し
た
ま
ふ
か
。（
勝
劣
の
義
）」、「
し
か

れ
ば
則
ち
一
切
衆
生
を
し
て
平
等
に
往
生
せ
し
め
む
が
た
め
に
、
難
を
捨
て

易
を
取
り
て
、
本
願
と
し
た
ま
ふ
か
。（
難
易
の
義
）」
と
い
う
一
文
に
よ
っ

て
引
き
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
文
末
が
「
し
た
ま
ふ

か
」
と
い
う
推
量
の
意
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
法
然

が
自
身
以
外
の
何
者
か
の
行
動
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
述

べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
後
者
の
一
文
の
構
造
を
見
る
と
、「
一
切
衆
生
を
平
等
に
往
生
さ
せ
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る
た
め
に
、
本
願
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
脈
と
な
っ
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
前
段
の
「
勝
劣
」
や
「
難
易
」
に
纏
わ
る
選
択
を
経
て
本
願

を
定
め
た
者
は
、
た
だ
ち
に
衆
生
を
平
等
に
往
生
さ
せ
る
者
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
法
然
の
説
く
と
こ
ろ
に
於
い
て
、
衆
生
を
往

生
さ
せ
る
の
は
如
何
な
る
存
在
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
す
な
わ
ち
弥
陀
を

措
い
て
外
に
は
な
い
。

　

何
度
も
言
い
及
ん
だ
よ
う
に
、
法
然
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
一
切
衆
生
の

救
済
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
の
手
立
て
と
し
て
、
彼
は
念
仏
往
生
へ
と
辿
り
着

い
た
。
而
し
て
、
そ
の
念
仏
往
生
を
確
実
視
す
る
根
拠
こ
そ
が
、「
本
願
」
の

存
在
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
こ
の
「
本
願
」
は
如
何
に
し
て
発
願
さ
れ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
あ
ま
ね
く
衆
生
を
摂
め
取
る
べ
く
慈
悲
の
心
を
催
し
た
弥
陀

が
、
あ
ら
ゆ
る
諸
行
の
う
ち
か
ら
称
名
念
仏
の
た
だ
一
行
を
選
択
し
た
と
い

う
こ
と
に
由
縁
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
理
解
に
立
つ
法
然
か
ら
す
れ
ば
、『
選

択
本
願
念
仏
集
』
に
出
来
し
て
く
る
あ
ら
ゆ
る
選
択
は
、
窮
極
的
に
は
「
本

願
」
と
い
う
一
点
に
収
斂
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
弥
陀
に
よ
っ
て
既
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
本
願
」
に
信
仰
の
極
点
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
見
出
す
者
と
し
て
の
法

然
の
思
想
は
、
先
の
推
量
の
姿
勢
に
象
徴
さ
れ
る
如
き
事
蹟
の
追
思
、
あ
る

い
は
追
認
の
域
を
超
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
法
然
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
於
い
て
語
る
種
々
の
「
選

択
」
と
い
う
行
為
の
淵
源
は
弥
陀
で
あ
り
、
法
然
自
身
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
一
方
、
た
と
え
ば
法
然
批
判
を
展
開
し
た
日
蓮
は
、
法
然
が
『
選
択

本
願
念
仏
集
』
に
よ
っ
て
「
捨
閉
擱
抛
」
を
敢
行
し
た
こ
と
が
国
家
の
乱
れ

を
招
い
た
元
兇
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
糾
弾
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
と

す
れ
ば
、
日
蓮
に
於
い
て
は
「
選
択
」
の
主
体
は
法
然
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
論
の
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
所
説
に

つ
い
て
即
座
に
優
劣
や
正
誤
の
別
を
齎
す
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
あ
く

ま
で
も
諸
般
の
「
選
択
」
を
め
ぐ
る
認
識
の
差
異
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
は
、
両
論
の
対
立
は
免
れ
え
ぬ
事
態
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
そ
の
著
作
や
書
簡
の
中
か
ら
法
然

の
思
想
を
手
繰
ろ
う
と
す
る
と
き
、
彼
に
と
っ
て
の
「
選
択
」
が
如
何
な
る

位
相
の
語
と
し
て
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
尋
ね
る
こ
と
は
、
意
味
の
な
い

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

法
然
の
選
択
は
、
弥
陀
が
本
願
を
立
て
る
に
到
る
ま
で
の
道
程
や
、
そ
の

意
図
を
跡
づ
け
る
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
弥
陀
の
為
し
た
選
択
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
平
等
の
慈
悲
」
に
基
づ
く
弥
陀
の
「
選
択
」
は
、

「
称
名
念
仏
の
一
行
」
へ
と
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
座
に
衆
生
救
済

に
於
け
る
「
不
選
択
」
へ
と
転
換
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
遍
く
衆
生
の
救
済

を
追
い
求
め
る
法
然
が
見
出
し
た
、
信
心
の
寄
る
辺
と
し
て
の
「
本
願
」
の

構
造
で
あ
っ
た
。
法
然
は
、
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
仏
典
や
教
説
を
取
捨
す
る

こ
と
を
本
意
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
自
身
も
ま
た
弥
陀
の
本
願
に
縋

る
ひ
と
り
の
衆
生
と
し
て
、
弥
陀
の
手
に
な
る
選
択
の
真
意
と
、
そ
の
動
因

で
あ
る
一
切
衆
生
へ
と
向
け
ら
れ
た
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
と
を
、「
ま
さ
に
知
る

べ
し
」
と
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
。
上
の
諸
行
等
を
も
つ
て
本
願
と
せ
ば
、
往
生
を
得

る
者
は
少
な
く
、
往
生
せ
ざ
る
者
は
多
か
ら
む
。
し
か
れ
ば
則
ち
、
弥

陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を

摂
せ
む
が
た
め
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
も
つ
て
、
往
生
の
本
願
と

─ 444 ─
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し
た
ま
は
ず
。

た
だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
つ
て
、
そ
の
本
願
と
し
た
ま
へ
る
な
り*21

。

　

そ
の
意
味
に
於
い
て
、
彼
は
「
選
択
」
に
於
け
る
行
為
者
で
は
な
く
、
弥

陀
に
よ
る
「
選
択
」
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
。

注*1　

日
蓮
『
立
正
安
國
論
』（
名
畑
應
順
・
多
屋
賴
俊
・
兜
木
正
亨
・
新
間
進
一
校
注
『
日

本
古
典
文
學
大
系
82　

親
鸞
集 
日
蓮
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
）、

三
〇
二
頁
。

*2　

日
蓮
『
諫
暁
八
幡
抄
』（
戸
頃
重
基
・
高
木
豊
校
注
『
日
本
思
想
大
系
14　

日
蓮
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）、
三
六
五
頁
。

*3　

こ
の
「
捨
閉
擱
抛
」
と
い
う
語
は
、『
立
正
安
国
論
』
の
中
で
す
で
に
、「
…
捨
閉

擱
抛
の
字
を
置
い
て
、一
切
衆
生
の
心
を
薄
す
。」（『
立
正
安
國
論
』、三
〇
五
頁
）、「
諸

佛
・
諸
經
・
諸
菩
薩
・
諸
天
等
を
以
て
、
捨
閉
擱
抛
に
載
す
。」（
同
、
三
一
五
頁
）

と
い
っ
た
形
で
出
現
し
て
い
る
。
ま
た
、『
立
正
安
國
論
』
か
ら
お
よ
そ
十
二
年
後
の

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
に
成
立
し
た
『
開
目
抄
』
に
も
、「
捨
閉
擱
抛
と
定
て
、
法

花
經
の
門
を
閉
ぢ
よ
、
卷
を
な
げ
す
て
よ
と
ゑ
り
つ
け
て
、
法
華
堂
を
失
る
者
を
守

護
し
給
べ
き
か
」（
名
畑
應
順
・
多
屋
賴
俊
・
兜
木
正
亨
・
新
間
進
一
校
注
『
日
本
古

典
文
學
大
系
82　

親
鸞
集 

日
蓮
集
』
所
収
、岩
波
書
店
、一
九
六
四
、三
六
二
頁
）、「
還

て
念
佛
に
對
し
て
擱
抛
閉
捨
せ
る
は
、
法
然
幷
に
所
化
の
弟
子
等
・
檀
那
等
は
、
誹

謗
正
法
の
者
に
あ
ら
ず
や
」（
同
三
九
五
頁
）
と
、「
捨
閉
擱
抛
」
あ
る
い
は
「
擱
抛

閉
捨
」
と
い
う
形
で
成
句
化
し
て
登
場
し
て
い
る
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
い

ず
れ
も
法
然
な
ら
び
に
浄
土
宗
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る
件
に
随
伴
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
蓮
が
か
か
る
成
句
を
も
っ
て
法
然
批
判
に
於
け
る
象
徴
的
な

標
語
と
す
べ
く
、
積
極
性
を
働
か
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

*4　

前
掲
『
立
正
安
國
論
』、
三
〇
三
頁
。

*5　

こ
の
具
体
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
明
恵
房
高
弁
の
『
摧
邪
輪
』
を
挙
げ
た
が
、
こ

の
ほ
か
に
法
然
お
よ
び
浄
土
宗
へ
の
攻
撃
と
し
て
有
名
な
も
の
に
、
元
久
二
年

（
一
二
〇
四
）
に
解
脱
房
貞
慶
が
起
草
し
た
『
興
福
寺
奏
状
』
が
あ
る
。
こ
の
奏
状
は
、

浄
土
宗
に
対
す
る
全
九
箇
条
の
失
を
挙
げ
て
こ
れ
を
批
判
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
に

は
日
蓮
ら
の
指
摘
と
共
通
す
る
点
も
少
な
く
は
な
い
が
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
対

象
と
し
た
論
難
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。

*6　

高
弁
『
摧
邪
輪 

巻
上
』（
鎌
田
茂
雄
・
田
中
久
夫
校
注
『
日
本
思
想
大
系
15　

鎌

倉
舊
仏
教
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）、
四
四
〜
四
五
頁
。

*7　

阿
満
利
麿
は
、
法
然
思
想
の
革
新
性
や
、
あ
る
い
は
そ
の
出
現
が
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
、「
衝
撃
」
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
法
然
の
存
在
を
端
的

に
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
語
は
極
め
て
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
ゆ
え
に
、
差
し
当
た
り
本
稿
も
阿
満
に
倣
い
、
か
か
る
表
現
を
用
い
て
お
く
。

*8　

阿
満
利
麿
『
法
然
の
衝
撃
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
）、
七
四
頁
。

*9　

袴
谷
憲
昭
『
法
然
と
明
恵 

日
本
仏
教
思
想
史
序
説
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
、

九
四
頁
。

*10　
『
浄
土
宗
略
抄
』（
大
橋
俊
雄
『
法
然
全
集
第
三
巻　

一
枚
起
請
文 

消
息 

問
答 

他
』

所
収
、
春
秋
社
、
一
九
八
九
）、
八
五
〜
八
六
頁
。

*11　

中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
『
浄
土
三
部
経
（
上
） 

無
量
寿
経
』（
岩
波

書
店
、
一
九
六
三
）、
一
五
七
頁
。

*12　
『
無
量
寿
経
』
に
於
い
て
は
、
第
十
八
願
の
件
以
外
に
も
、「
諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、

信
心
歓
喜
、乃
至
一
念
。」（
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
註
『
浄
土
三
部
経
（
上
） 

無
量
寿
経
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
、一
八
六
頁
）
や
、「
…
一
向
専
意
、
乃
至
十
念
、

念
無
量
寿
仏
、
願
生
其
国
。」（
同
、
一
八
八
頁
）
と
、
念
仏
に
つ
い
て
の
記
述
に
際

し
て
は
主
と
し
て
「
乃
至
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

*13　

四
十
八
願
の
う
ち
、「
下
至
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
第
五
か
ら
第
九
の

願
な
ら
び
に
第
十
二
か
ら
第
十
四
の
願
に
於
い
て
で
あ
る
。
一
方
、「
乃
至
」
の
語
は
、

第
十
八
願
の
ほ
か
に
、
第
十
六
願
と
第
二
十
七
願
、
第
二
十
八
願
に
見
え
る
。
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*14　

法
然
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
大
橋
俊
雄
校
注
『
日
本
思
想
大
系
10　

法
然 

一
遍
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）、
一
〇
九
頁
。

*15　
「
津
戸
の
三
郎
へ
つ
か
わ
す
御
返
事
」（
大
橋
俊
雄
『
法
然
全
集
第
三
巻　

一
枚
起

請
文 
消
息 

問
答 

他
』
所
収
、
春
秋
社
、
一
九
八
九
）、
六
九
頁
。

*16　

同
、
七
二
〜
七
三
頁
。

*17　

同
、
七
五
〜
七
六
頁
。

*18　

同
、
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
。

*19　

同
、
一
〇
五
頁
。

*20　

聖
意
不
可
測
の
認
識
は
、
同
じ
く
『
選
択
本
願
念
仏
集
』「
念
仏
利
益
の
文
」
に
於

け
る
問
答
の
件
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

*21　

前
掲
『
選
択
本
願
念
仏
集
』、
一
〇
六
頁
。
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