
一
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
ヤ〉

ー

l
善
導
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判

i
l

中
国
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
善
導
の
位
置

中
川
円
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
善
導
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず

最
初
に
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

つ
あ
る
。

つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
京

学
(
真
宗
学
・
浄
土
学
等
)

に
し
て
も
仏
教
学
に
し
て
も
、
善
導
の
思
恕
は
ほ
と
ん

ど
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
ラ
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
宗
川
f
の
中
に
お
い

て
善
導
を
研
究
す
る
の
は
き
わ
め
て
占
い
伝
統
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
問
題
に
な
っ

た
善
導
は
行
の
次
冗
(
称
名
念
仏
を
選
び
取
り
、
諸
行
を
選
び
捨
て
る
意
味
で
の
・

就
行
立
信
)

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
思
怨
の
次
元
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
の

仏
教
学
、
そ
し
て
巾
同
仏
教
思
惣
史
に
関
し
て
い
っ
て
も
、
善
導
の
思
恕
に
関
す

る
驚
く
べ
き
沈
黙
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

部
の
研
究
者
が
や
っ
て
き
た
部
分
的

二
極
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

い
て

ジ
ョ
ア
キ
ン

モ
ン
テ
ィ
ロ

な
研
究
は
見
ら
れ
る
が
、
中
間
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
誇
導
の
意
味
が
ほ
と
ん
ど
問

題
に
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
の
点
を
明
確
に
し
た
上
で
、
中
国
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
著
導
の
位
慣
を
明
ら

か
に
す
る
私
の
前
提
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
私
は
非
同
導
を
中
国
仏
教
の
批
判
者
と

し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

東
仏
教
と
認
め
な
い
で
、
「
同
来
」
と
智
慧
」
を
説
く
仏
教
を

E

小
乗
」
と
し
て

つ
ま
り
、
如
来
蔵
思
想
以
外
の
も
の
を
よ

蔑
視
し
て
し
ま
っ
た
中
国
仏
教
特
有
の
通
念
へ
の
批
判
者
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
諸
師
(
慧
遠
・
吉
蔵
・
智
凱
)

の
『
観
無
量
寿
経
L

(

以
上
『
観

経
』
と
略
す
)
理
解
に
対
す
る
普
導
の
批
判
と
の
関
述
に
お
い
て
充
分
に
主
題
化
で

き
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
如
来
蔵
思
想
を
向
明
の
前
提
と
す
る
禅
定
重
視
の
傾
向

を
以
て
日
鋭
経
』
の
十
六
観
の
す
べ
て
を
で
江
主
口
と
見
、
第
八
の
観
(
像
怒
観
)

を
巾
心
に
し
て
『
観
経
』
を

f
解
し
た
諸
帥
の
見
解
に
対
し
て
善
導
の
そ
れ
は
初
観

二
六
丘
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か
ら
J
l
一
六
観
ま
で
を
「
定
量
ど
と
し
、
後
の
三
観
を
「
散
善
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
一
「
散
葬
義
」

の
中
心
を
な
し
て
い
る
「
二
種
深
伝
1

に

基
づ
い
て
第
八
の
観
に
対
す
る
諸
師
の
見
解
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ー
一

種
、
深
信
ー
と
い
う
こ
と
は
「
閃
果
し
と
「
智
慧
l

を
内
容
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
批
判
は
「
信
心
の
智
慧
」
に
立
脚
し
た
如
来
蔵
的
禅
定
重
視
の
思
想
に

対
す
る
批
判
と
し
て
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
仏
教
を
批
判
的
に
あ
っ
か
う
場
合
に
、
い
わ
ゆ
る
「
格
義
仏
教
」
及
び
そ
れ

と
結
び
つ
い
た
如
来
蔵
思
怨
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
の
中
心
課
題
で

あ
る
。
善
導
が

1

格
義
仏
教
」

の
問
題
性
を
ど
こ
ま
で
意
識
で
き
た
か
と
い
う
こ
と

は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
善
導
が
明
ら
か
に
如

米
蔵
思
想
の
批
判
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
と
と
が
で
き
れ
ば
、
中
国

仏
教
の
批
判
者
と
し
て
の
善
導
の
位
置
が
初
め
て
明
般
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
、
善
導
が
批
判
し
た
諸
師
が
降
の
三
大
論
獅
」
で
あ
る
こ
と
を
線
認

し
た
と
こ
ろ
で
、
善
導
の
思
想
を
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
伝
承
の
す
べ
て
に
対
す
る

批
判
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
明
確
に
し
た
上
で
如
来
蔵
思
想
を
中
心
に
し
た
中
国
仏
教
に
対
す
る
善
導

の
こ
の
批
判
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次

の
問
題
で
あ
る
。

善
導
が
選
び
取
っ
た

1

浄
十
三
部
経
い
は
、
明
ら
か
に
知
米
蔵
諸
経
典
に
対
し
て

異
質
な
大
乗
仏
教
の
流
れ
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
経
典
を
如
来
蔵
思
想
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
解
釈
し
た
長
い

一ムハ
A

ハ

伝
統
が
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
苦
導
の
思
想
形
成
を
充
分
に
説
明
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。如

来
蔵
思
想
以
外
の
傾
向
を
以
て
『
浄
士
二
一
部
経
h

を
読
む
思
想
的
仕
組
み
が
善

導
の
思
想
的
展
開
に
お
い
て
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
一
つ
の
仮
説
を
述
べ
る
こ
と
が
も
し
剖
目
さ
れ
る
な
ら
ば
、
善

導
の
思
想
形
成
に
お
い
て
守
成
実
論
』
か
ら
の
影
響
が

ι在
し
た
こ
と
を
主
張
し
た

い
の
で
あ
る
の

『
成
実
論
九
に
は
確
か
に
三
世
を
媛
昧
に
し
、
心
性
本
浄
説
を
認
め
る
強
い
傾
向

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
は
り
れ
ど
も
ま
た
、
イ
ン

ド
仏
教
の
正
し
い
論
理
的
主
張
の
一
部
を
守
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
っ
と

し
て
、
智
慧
を
「
分
別
・
判
断
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
情
(
有
機
物
)

と
非
有
情
(
無
機
物
)
と
の
本
質
的
な
区
別
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想

古と
蔵し
にて
お徹
け底
るし
竺た

:段高
派学
の派

確 2
¥f I I 

，;J:蔵
成り
ヨヨ 「亡

学 j~
派牛

車昔
殺Tり
5担
っー
ザし

成己
主L ァ

しヌの
た 24 本
こ Jr 党
と 77思
は %と想、

は
、
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
の
如
米
蔵
思
想
を
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

当
然
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

守
成
実
論
し
で
は
智
慧
を
「
分
別
・
判
断
」
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有

情
と
非
有
情
と
の
区
別
を
明
確
に
し
た
が
、
そ
れ
を
論
一
証
す
る
た
め
に
は

1

無
明
口
問
」

の
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
付
で
充
分
で
あ
る
。

向
日
。
若
不
明
如
賞
名
無
明
者
。
木
石
等
法
臆
名
無
明
。
以
不
明
如
質
故
。
答



日
。
不
然
。
木
石
無
心
不
能
分
別
過
去
世
等
。
無
明
能
分
別
。
紋
不
同
木
石
。

間
目
。
無
明
名
無
法
。
如
人
目
不
見
色
。
無
不
見
法
。
是
政
但
明
無
故
名
為
無

明
。
無
別
法
山
田
。
答
け
。
不
然
。
若
無
無
明
於
E
陰
中
妄
計
有
人
。
及
瓦
石
中

生
金
怒
者
。
名
為
何
等
。
故
知
邪
分
別
刊
名
無
名
。
非
明
無
紋
名
無
明
也
。
又

従
無
明
因
縁
。
有
諸
行
等
相
綴
生
。
若
無
法
者
五
何
能
生
。

私
が
確
認
で
き
た
限
り
で
は
、
『
成
実
論
』
を
直
般
に
は
一
度
も
引
用
し
た
こ
と

が
私な
はい
、善

こ導
のに
影 、

響こ
が の
あ 影
る 響
と方、
i あ
張る
すと
る諭
ト 証
ib -， 
iこ由
次子

り伝
三 容

ゐ苧
根 子

警長
述」

と〆、
みずC

じ32
。

一
つ
は
、
善
導
が
生
き
た
腐
時
代
に
は
『
成
実
論
』
が
戒
律
師
に
よ
っ
て
多
く
用

い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戒
律
を
徹
底
的
に
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
善
導
が

『
成
実
論
』
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
『
般
舟
讃
』
の
次
の
主
で
あ
る
の

同
時
而
有
心
議
。
若
不
興
空
界
同
時
有
者
。

一
切
衆
生
印
是
無
閃
而
始
出
也
ロ

心
識
土
石
無
本
因
有
者
。
郎
事
同
木
石
。
若
同
木
石
者
。
則
無
六
道
之
凶
業
也
。

因
業
宝
石
無
者
。
凡
聖
苦
来
因
果
誰
健
誰
知
也
。
以
斯
道
理
推
助
者
。

定
有
心
識
也
。
若
有
心
識
。

一
切
衆
生

こ
こ
で
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
の
正
し
い
因
果
に
基
づ
い
た
有
情
と
非
有
情
と

の
本
質
的
な
区
別
の
主
張
で
あ
る
。
「
心
識
」
と
「
分
別
・
判
断
」
と
の
関
係
は
充

一
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

分
に
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
用
的
内
容
か
ら
見
て
も
、
言
葉
使
い
か
ら
見

て
も
叶
成
実
論
』
の
「
無
明
日
間
」
と
お
ど
ろ
く
べ
き
共
通
日
を
持
っ
た
主
張
な
の
で

あ
る
0

1

因
果
ー
を
主
張
し
、
有
情
と
非
有
情
と
の
木
質
的
な
区
別
加
を
明
確
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
窓
味
で
は
、
と
の
思
想
は
「
草
木
凶
上
悉
皆
成
仏

の
よ
う

な
本
党
思
想
的
な
雫
理
解
と
本
質
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
善
導
に

お
け
る

d

成
実
論
』
か
ら
の
影
響
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
方
を
一
つ
に
す
る

つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
載
円
導
は
、
「
成
実
論
』
か
ら
「
因
果
l

と
「
智
慧
ー

基
づ
い
た
有
情
と
非
有
情
の
区
別
を
学
ん
だ
と
共
に
、
「
二
種
深
信
」

に
お
け
る

無
有
出
離
之
縁
」

の
自
覚
に
よ
っ
て
守
成
実
論
』
に
見
ら
れ
る
心
刊
本
浄
説
を
肯

定
す
る
傾
向
を
同
時
に
克
服
し
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

震
後
に
、
善
導
に
お
け
る
諸
師
へ
の
批
判
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
前
提
を
述
べ

て
お
き
た
い
。

善
導
の
思
怨
を
「
因
果
」
と
「
智
慧
」
を
内
容
と
し
て
い
る
二
橋
深
信
」
に
立

脚
し
た
、
諸
師
の
如
来
蔵
思
想
的
、
禅
定
重
視
的
な
『
観
経
』
理
解
に
対
す
る
批
判

と
し
て
了
解
す
る
と
と
は
私
の
中
心
前
提
で
あ
る
。
こ
の
前
提
を
こ
れ
か
ら
山
点
の

分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
い
る
。

凶
点
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
仏
身
続

(2)
観
察

(
3
)
因
来

4
)
機
根
不
同
の
有
無

一
六
七
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諸
師
に
お
け
る

『
観
緩
』

理
解

諸
師
の
『
観
絞
』
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
。
と
れ
を

達
成
す
る
た
め
に
、
先
ず
、
最
初
に
一
一
つ
の
前
提
を
明
確
に
し
た
い
。

一
つ
は
、
普

導
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
諸
制
は
陪
代
の
」
一
大
論
師
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
0

1

三
大
論
師
」
と
は
中
匿
に
お
け
る
仏
教
の
伝
承
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
諸
師
に
対
す
る
批
判
と
は
中
凶
仏
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
と
し
て
受
け
と

め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
諸
帥
の
『
組
経
』
県
解
と
い
ラ
こ
と
は
、
具
体
的
に
い
え

ば
、
慧
遠
の
「
観
無
且
一
且
寿
経
義
疏
』
と
士
円
蔵
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
及
び
智
顎
の

「
観
無
且
一
旦
寿
仏
経
蜘
』
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仰
し
、
佐
藤
哲
英
氏
及
び
日
蓮

宗
の
諸
学
徒
の
研
究
に
よ
っ
て
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
は
智
鎮
の
著
述
で
は
な
い
こ

と
が
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
私
は
分
析
の
対
象
を
慧
速
・
吉
蔵
に
限
定

す
る
。
善
導
と
智
頴
と
の
関
係
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
仏
教
史
の
最
も
重
要
な
思
想
的

課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
な
と
こ
ろ
で
問
題
に
す
る
つ
も
り
で
い
る
。

も
う

つ
は
、
『
観
経
』
と
い
う
経
典
を
直
接
に
一
辞
価
し
な
い
形
で
、
諸
制
の
理

解
そ
の
も
の
を
中
心
的
な
分
析
の
対
象
と
す
る
ト
刀
法
論
的
前
提
を
と
り
た
い
。
そ
の

前
提
を
選
ぶ
県
出
と
し
て
は
、
中
国
で
『
観
経
h

そ
の
も
の
を
立
場
と
し
た
人
は
‘

人
も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

つ
ま
り
、
慧
速
は
「
唯
識
」
、
吉
蔵
は

「
空
」
を
立
場
に
し
て
『
観
絞
』
を

1

観
仏
三
昧
」
中
心
の
経
典
と
し
て

f
解
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
善
導
は
以
公
庫
寿
経
」
の
「
凹
卜
八
願
L

に
立
脚
し
て
『
観
絞
』

ー、

1
ノ
/

の
中
心
を
「
念
仏
三
昧
し
と
し
て
見
』
江
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
υ

こ
の
一
つ
の
方
法
論
的
前
提
を
明
確
に
し
た
と
こ
ろ
で
諸
師
の
『
観
経
L

理
解
を

れ
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

(
A
)
慧
遠
の
『
観
経
L

理
解

慧
遠
の
日
観
経
h

理
解
を
先
述
さ
れ
た
四
点
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
の

(
A
・
二
仏
身
観

慧
坦
は
、
『
鋭
経
疏
』
の
中
で
仏
身
観
に
つ
い
て
特
別
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
三

身
説
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
真
身
(
法
身
)
・

応
身
・
化
身
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
一
一
一
身
観
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
の

A
・
一
二
観
察

慧
遠
の
思
想
に
お
け
る
観
を
問
題
に
す
る
に
さ
い
し
て
、
慧
遠
に
お
け
る
観
の
怠

味
は
「
智
慧
し
な
の
で
は
な
く
、
ー
禅
定
し
で
あ
る
ご
と
が
第
令
の
前
提
で
あ
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
『
観
絞
雌
F

に
お
い
て
も
、
苦
汁
理
は
観
の
意
味
を
ぺ
観
仏
二
昧
ι

と
し
て
定
義
し
、
十
六
の
観
の
す
べ
て
を
「
観
仏
と
し
て
見
定
め
て
、
そ
し
て
第

八
の
観
を
中
心
に

μ観
経
h

の
す
べ
て
を
了
解
し
た
の
で
あ
る
。

『
観
経
れ
の
中
心
は
、
「
観
仏
一
一
会
昧
」

に
あ
る
こ
と
に
対
し
て
慧
速
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。



第
二
須
知
経
之
宗
趣
。
諸
経
所
排
宗
趣
各
異
。
如
浬
繋
経
浬
繋
為
宗
。
如
維
摩

経
以
不
思
議
解
脱
為
宗
。
大
口
聞
経
等
以
慧
為
宗
。
華
巌
法
華
無
量
義
等
三
昧
為

宗
。
大
集
経
等
陀
羅
尼
為
宗
。
如
是
非
一
。
此
経
閥
仰
二
ム
昧
為
京
。

十
六
の
観
の
す
べ
て
は
観
仏
」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
慧
遠
は
、
ま
た
、
次
の

よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の

i上盟、
田t 惟
説 正
為受
正雨
受旦門
。分

別

一
定
数
分
別
。
下
三
浄
業
散
心
思
量
名
日
思
惟
。
ー
六

そ
し
て
、
第
八
の
観
に
つ
い
て
慧
遠
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

例
法
界
身
八
於
一
切
衆
生
心
中
故
勘
想
之
。
是
故
己
下
明
怖
心
想
剖
成
前
例
入

衆
生
心
義
。
於
中
四
旬
。

一
明
心
是
例
。
ム
一
言
是
故
者
来
前
穎
後
。

u止
例
法
身
入

於
一
切
衆
生
心
故
。
心
想
仰
時
是
心
即
是
諸
例
相
好
。
一
一
明
心
作
帥
成
前
心
是
。

加
}

ニ
是
心
口
止
品
川
結
前
初
旬
。
凶
諸
併
遍
知
従
心
怨
生
結
前
第
二
。

慧
遠
に
お
け
る
観
の
了
解
を
明
機
に
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
、
ま
だ

つ
あ
る
。

つ
ま
り
、
慧
遠
の
思
想
は
教
(
仏
の
教
え
)
を
浅
い

も
の
と
し
て
見
、
言
葉
を
超
え
た
義
を
深
い
も
の
と
し
て
見
定
め
、
そ
の
上
で
行

(
観
仏
三
味
)
を
最
勝
の
も
の
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
の
思
想
は
、

一
一
種
傑
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

開
田
川
に
基
づ
い
た
知
性
主
義
を
小
乗
し
と
し
て
蔑
視
し
て
い
た
と
共
に
、
禅
定
重

視
の
体
験
主
義
を
大
乗
」
と
見
定
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
体
験

主
義
は

機
恨
の
不
同
を
肯
定
す
る
立
j品
と
本
質
的
な
関
係
を
持
っ

て

る
(fJ 

で
あ

る。

つ
ま
り
、
教
を
(
声
聞
)
、
義
を
(
縁
覚
)
、
そ
し
て
、
行
を
(
菩
薩
)
と
し
て

定
義
し
、
さ
ら
に
大
小

e

一
乗
の
区
別
を
教
の
真
偽
か
ら
個
々
の
機
根
の
問
題
に
展
開

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
怨
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
恵
の
そ
れ
と
驚
く
べ
き
類

似
刊
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
『
観
経
疏
』
の
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分
で

あ
ろ
う
。入

品
川
法
中
凡
有
一
一
一
門
。

一
教
二
義
二
一
者
是
行
。
教
浅
義
深
行
為
日
取
勝
。
時
開
軟

根
従
教
為
名
。
替
者
是
教
喰
聾
情
解
欣
銃
撃
問
。
縁
覚
次
勝
従
義
立
目
。
縁
者

b
G
-

是
義
従
縁
倍
解
故
競
縁
賛
。
M
凸
薩
最
勝
就
行
立
稿
。

A 

因
果

慧
遠
は
、
『
観
経
疏
』
の
中
で
附
果
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、

仏
教
の
正
し
い
因
果
は
「
唯
識
」
ゃ
っ
如
米
蔵
E

と
論
理
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
哨
識
や
如
来
蔵
を
立
場
と
し
た
慧
速
は
因
果
を
正
し
く
理
解
し
た
と
は
ど

n 

う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

九



同
朋
大
学
的
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
六
号

(
A
・
凹
)

機
恨
の
不
同
の
有
無

体
験
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
慧
遠
の
思
怨
は
、
ま
た
機
恨
の
不
同
に
対
し
て
白
定

的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

d

観
経
』
の
九
日
間
九
生
、

ま
た
は
『
大
経
』
の
三
輩
往
生
に
本
質
的
な
潜
味
を
♀
え
て
い
る
葱
遠
の
と
の
思
想

は
、
仏
身
儒
及
び
そ
の
観
察
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
非
常
に
説
明
し
や
す
く
な

る
の
で
あ
る
。

仏
身
の
観
察
と
機
根
不
同
の
肯
定
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
慧
遠
は
、
司
観
経
疏
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

次
明
去
時
見
例
不
河
。
例
具
三
身
。

者
員
身
謂
法
輿
教
。
一
一
者
府
出
身
八
相
現

成
。
二
一
者
化
身
随
機
現
起
。
依
如
大
経
。
上
品
之
人
見
仰
臆
身
而
米
迎
接
。
中

幻
一

品
見
化
。
下
品
夢
観
不
鮮
化
際
。
長
身
常
寂
無
迎
接
相
。

こ
の
文
を
了
解
す
る
た
め
に
多
少
の
解
説
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
呂
志
遠

の
思
想
に
は
、
「
身
観
な
る
仏
身
餓
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
そ
の
中
で
真
身
(
法
身
)
と
は
観
の
直
接
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
応
身
は
上
品
の
人
の
観
察
の
対
象
で
あ
り
、
化
身
と
は
中
品
の
人
の
観
察
の
対

象
に
な
る
。
そ
し
て
、
下
品
の
人
は
、
夢
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
応
身
か
、
化
身
か

ど
ち
ら
と
も
分
か
ら
な
い
仏
身
を
観
察
の
対
象
と
す
る
。
禅
定
に
入
る
能
力
の
差
異

に
よ
っ
て
見
た
仏
身
が
違
う
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
機
根
の
不
同
を
肯
定
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
確
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
慧
遠
の
思
想
は
機

七
0 

恨
の
不
同
に
対
し
て
白
定
的
で
あ
っ
た
と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(B)
吉
蔵
の
『
観
経
』
理
解

慧
速
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
四
点
を
以
コ
て
吉
蔵
の
『
続
経
』
理
解
を
分
析
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
B
・
二
仏
身
観

上
口
蔵
の
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
仏
身
観
は
、
明
ら
か
に
三
身
説
で
あ
る
。
言
葉
使

い
の
問
題
を
別
と
し
て
、
こ
の
一
身
説
は
、
法
身
・
報
身
・
化
身
の
三
身
と
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
『
観
経
疏
』
の
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分

で
あ
る
。略

論
併
義
凡
有
二
積
。

一
正
法
例
二
修
成
例
三
感
化
例
。
抜
七
巻
金
光
明
経
云
。

一
二
身
謂
法
身
報
身
感
身
。
般
若
論
一
五
法
帥
抑
報
品
開
化
仰
。

(
B
・
二
)
観
察

士
口
蔵
に
お
付
る
続
の
了
解
は
、
慧
遠
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
観
仏
一
一
日
靴
、
ま
た
は

禅
定
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
慧
遠
と
違
っ
て
三
身
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
法
身
を

直
接
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
八
の
観
を
中
心
と
し
な
が
ら
阿
弥

陀
仏
を
化
身
と
し
、
そ
の
浄
土
を
化
土
と
す
る
の
で
あ
る
。



こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
刈
観
経
疏
L

の
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

観
u元
勤
見
亦
是
観
行
亦
是
践
察
。
観
有
三
積
。

一
闘
賞
棺
法
身
。

二
親
修
成
法

身
。
三
観
化
身
。
翻
賓
相
者
健
無
二
相
。
是
不
二
正
被
。
謂
平
等
境
智
義
。
故

此
経
云
是
法
界
身
八
一
切
衆
生
心
想
中
。
大
品
経
云
。
般
若
波
羅
蜜
為
大
事
故

起
。
法
華
経
云
。
為
大
事
因
縁
故
出
現
於
世
也
。
所
言
大
事
者
般
若
怖
性
不
二

正
観
説
。
故
浄
名
経
云
競
身
貧
相
槻
品
川
亦
然
。
制
問
修
成
法
身
者
観
修
成
例
。
研

修
妙
行
行
満
魁
成
妙
究
報
例
。
政
此
経
云
是
心
作
品
川
。
開
剛
化
身
者
調
両
方
浄
土

例
也
。
此
是
背
自
在
王
働
時
法
蔵
菩
薩
護
四
十
八
顔
。
造
此
浄
土
悌
生
其
中
化

度
衆
生
。
嗣
剛
此
仰
故
各
閣
化
仰
身
。

観
仏
三
昧
に
立
測
し
、
第
八
の
観
を
「
観
実
相
法
身
」
と
見
定
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
を
化
身
・
化
土
と
し
て
お
さ
え
た
こ
の
思
想
は
、
も
ち
ろ

ん
、
善
導
の
そ
れ
と
は
正
反
対
な
の
で
あ
る
。

(
B
・
三
)
因
果

古
蔵
の
『
観
経
疏
』
は
、
二
つ
の
次
一
川
で
因
果
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

は
仏
教
の
根
本
立
場
と
し
て
の
因
果
(
観
能
化
論
因
果
)
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
浄

土
往
生
の
因
果
(
約
所
化
耕
民
果
)
で
あ
る
。

観
能
化
論
因
果
に
つ
い
て
、
上
口
蔵
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

て
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

能
化
因
果
者
有
通
別
内
。
通
門
以
正
法
肉
得
正
法
果
。
以
縁
因
得
妙
莞
果
。
以

三
十
一
一
相
業
得
化
身
果
。
亦
可
得
云
以
三
種
因
共
得
一
果
。
別
門
者
亙
閃
正
果

一部

正
是
不
二
鰹
無
国
果
相
。
但
以
悟
義
為
因
果
義
。

と
こ
で
見
ら
れ
る
と
と
が
、
吉
蔵
の
中
心
的
な
思
怨
的
立
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

仏
教
の
正
し
い
闘
果
(
通
門
)

の
否
定
と
、
不
生
不
滅
(
別
門
)

の
肯
定
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
吉
蔵
の
体
験
主
義
と
木
質
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
考

え
方
で
あ
る
。

浄
上
往
生
の
因
果
(
約
所
化
排
因
果
)

に
つ
い
て
吉
蔵
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

二
約
所
化
論
関
果
者
有
通
別

e

一
門
。
通
論
以
コ
福
十
六
種
観
。
皆
是
生
浄
土
因
。

別
刷
間
以
菩
提
心
為
業
主
敵
善
為
縁
。
故
雌
止
を
経
云

f
念
菩
提
為
因
得
生
。
此
之

へ
m
U
)

菩
提
業
非
但
牛
浄
土
而
己
。

と
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
通
門
と
は
、
浄
士
往
生
の
附
と
し
て
の
よ
一
福
十
六
観

の
ご
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
浄
土
の
教
学
で
い
わ
れ
て
い
る
ー
諸
行
」
と
同
じ
音
信
時

てコ

の
ご
と
で
あ
る
。
別
門
と
は
、
ま
た
、
浄
十

A

往
生
の
悶
と
し
て
の
菩
提
心
及
び
」
l
念

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
了
解
し
た
上
で
は
、
古
蔵
に
お
け
る
浄
土
往
生
の
囚
と
は
菩
提
心
に
基
づ

い
た
諸
行
で
あ
る
こ
と
を
直
ぐ
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
阿

七
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弥
陀
仏
の
凹
卜
八
願
に
基
づ
い
た
祢
名
念
仏
を
浄
士
往
生
の
因
と
す
る
善
導
の
思
惣

と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

B
・
山
)
機
根
の
小
川
の
有
無

吉
蔵
の
思
想
は
、
機
根
の
不
同
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め

に
は
、
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

果一
。者

F 上
円日
口口 口口

人 人
i号 f早
大 大
乗乗
果果
瑚~?~
。 lit

事
寸〈

疑

疑
f長
雨
品
{ロ I
昔

中
口ww 

人
得

乗

以
上
を
結
論
つ
け
て
言
う
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

意
速
と
士
川
蔵
の
思
想
に
は
、
異
質
な
様
相
が
沢
山
あ
る
と
し
て
も
、
『
観
経
』
理

解
に
開
閉
す
る
凶
点
の
分
析
か
ら
一
見
れ
ば
ほ
と
ん
ど
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

経
』
を
観
仏
三
昧
中
心
の
経
典
と
見
、
十
六
の
観
の
す
べ
て
を
「
鋭
仏
l

と
見
な
し

た
上
で
「
第
八
の
観
」
重
視
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
理
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
一
で
あ
る
。

善
導
の
思
想
的
立
場

諸
帥
の
『
観
経
』
朋
解
に
対
し
て
、
善
導
の
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

七

て
善
導
の
思
想
的
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
木
章
の
日
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
分
析
の
中
心
的
な
前
提
と
し
て
は
、
議
円
導
の
忠
畑
山
は
、
「
一
一
種
深
信

に
立
脚

し
た
如
来
蔵
思
怨
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
こ
の
前
提
に
立
っ
て
諸
師
へ

の
分
析
と
同
じ
よ
う
に
剖
点
を
以
っ
て
展
開
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
二

極
深
日
同
」

の
思
畑
山
的
な
意
味
に
対
す
る
替
察
を
加
え
て
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し

た
い
。わ

れ
の
考
え
に
基
づ
い
て
以
下
に
、
善
導
の
思
想
の
分
析
を
展
開
し
よ
う
。

(
A
)
仏
身
観

善
導
に
お
け
る
仏
身
観
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
さ
い
し
て
、
二
身
儲
か
、
コ
一

身
観
か
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
と
と
が
中
心
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

如
来
蔵
や
仏
性
の
よ
う
な
用
語
は
、
議
n
導
の
著
述
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な

観

い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
「
真
如
L

や
「
法
判
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

善
導
の
仏
身
観
が
=
身
説
で
あ
る
と
了
解
す
る
場
合
に
は
、
全
く
恨
拠
が
な
い
と
は

い
え
な
い
。

善
導
一
の
仏
身
観
は
如
来
蔵
的
コ
身
説
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
は
叶
観
経
疏
』
の

次
の
文
を
恨
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
先
擦
序
題
者
。
病
以
民
知
山
商
大
。
五
乗
不
測
其
逃
。
法
性
深
高
。
十
聖
莫

mu 

窮
只
際
。
員
如
之
躍
最
量
性
不
出
議
議
之
心
。
法
性
無
遺
憾
則
一
五
米
不
動
。



主
口
導
は
、
二
一
身
説
を
論
四
四
的
に
批
判
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
認
め
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
善
導
の
思
怨
で
は
、
「
法
性
」
や
「
真
如

が
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
も
本
質
的
な
役
割
り
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
の
議
円
導
の
思
怨
に
お
い
て
、
本
質
的
な
役
割
り
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
ー
釈
迦
・

弥
陀
二
尊
」
、

つ
ま
り

1

化
・
報
二
身
」
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
(
報
身

と
の
関
係

は
釈
尊
の
教
説
と
の
関
係
の
み
に
お
い
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
し
て
釈
尊
に
よ
っ
て

開
示
さ
れ
た
救
い
の
内
容
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
善
導
の
思
怨

に
は
、
釈
迦
・
弥
陀
一
角
尊
が
不
可
分
離
で
あ
る
意
味
で
の
令
一
身
観
が
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

阿
弥
陀
仏
と
の
直
接
の
関
係
を
低
定
し
、
釈
尊
の
一
円
葉
と
の
関
係
を
必
然
的
条
件

と
す
る
立
場
が
善
導
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
は
『
般
舟
讃
L

の
次

の
1

止
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

得
勉
裟
婆
長
劫
苦

順今
随 H
OB 1¥ 
語帥
見事事
鵡迦
陀哩恩

般
市
川
三
昧
楽

ま
た
は
、

初
期
今

H
弔
賓
図

粥賓
陀是
浄主主
士 要
云本
何師
入五 )J

右
非
本
師
知
識
糊

種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

阿
弥
陀
仏
は
、
山
十
八
願
の
成
就
の
体
と
し
て
、
化
仏
な
の
で
は
な
く
、
報
仏
で

あ
る
と
い
う
主
張
が
ま
た
注
目
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
善
導
の
救
済
論
の

中
心
を
な
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
は
化
身
で
も
な
け
れ
ば
、
法
身
で
も
な
い
、
報
身
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
善
導
に
お
け
る
救
済
論
の
中

心
は
、
法
身
・
真
一
如
に
あ
る
の
で
は
な
く
報
身
(
四
十
八
願
成
就
の
休
と
し
て
の
附

、f

J

、

弔
，
札
制

Uμ

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
直
ぐ
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
『
観
経
疏
れ
の
次
の
文
を
山
引
用
す
る
だ
付
で
充
分
で

あ
る
。

一担

問
日
。
調
陀
浄
幽
為
首
是
報
是
化
也
。
答

B
G
H止
報
非
化
。

そ
し
て
、
普
導
の
救
済
論
に
お
け
る
釈
迦
と
弥
陀
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
怠

味
で
、
最
後
に
次
の
文
を
引
用
す
る
。

仰
惟
岬
伴
迦
此
方
謎
遣
。
川
淵
陀
削
彼
園
来
迎
。
彼
喚
此
潰
。
出
旦
容
不
去
也
の

結
論
的
に
い
え
ば
、
普
導
の
思
想
に
は
三
身
説
や
真
如
の
直
綾
の
否
定
が
見
ら
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
そ
れ
ら
の
概
念
が
は
た
す
役
割
が
持
無
に
等
し
い
の
で

あ
る
。
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
は
釈
尊
の
一
一
日
葉
と
の
関
係
の
み
に
お
い
て
成
立
す
る
も

の
と
し
、
阿
弥
陀
仏
を
報
身
と
し
た
と
こ
ろ
で
の
救
済
論
の
次
元
の
二
身
観
(
報
・

化
一
一
身
)
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
=
身

七



同
朋
大
学
仰
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
六
号

説
の
論
理
的
な
克
服
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
あ
る
が
、
一
一
身
説
へ
の
強
い
傾
向
が
明

ら
か
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
B
)
観
察

主
口
導
に
お
け
る
観
の
皆
川
味
を
明
ら
か
に
す
る
に
さ
い
し
て
、
先
ず
、
最
初
に
明
確

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。

つ
ま
り
、
普
導
に
お
け
る
観
の
定
義

は、
B

観
仏
三
昧
」
と
し
て
の
そ
れ
な
の
で
は
な
く
、
「
智
慧
」
と
し
て
の
定
義
な
の

だ
と
い
う
と
と
で
あ
る
の

善
導
に
お
け
る
「
観
L

と
は
「
智
慧
の
観
」
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
す

る
た
め
に
は
『
観
経
疏
h

の
次
の
文
を
引
引
用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

言
働
者
照
也
。
常
以
浄
信
心
手
以
持
智
慧
之
輝
。
山
間
彼
減
陀
正
依
等
事
。

そ
し
て
、
普
導
は
『
観
経
』
の
十
六
観
の
中
で
、
初
め
よ
り
十
三
観
ま
で
を
中
止
善

と
し
、
後
の
三
観
を
散
善
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ま
た
仏
の
自
説
な

る
も
の
を
後
者
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

善
導
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
叶
観
経
疏
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

間
目
。
云
何
名
定
著
。
云
何
名
数
善
。
答
目
。
従
日
動
下
室
十
三
観
巳
来
名
為

(
鎚
)

定
量
口
。
三
福
九
品
名
為
散
善
。

七
四

さ
ら
に
、

白 rH]
詰i主11

定
散

善
罰
誰
致
請

答
日

定
善

門
違
提
致
請

散
善

門
是
悌

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
は
、
次
に
、
諸
帥
の
『
観
経
』
理
解
の
中
心
を

な
し
て
い
る
第
八
の
観
に
対
す
る
善
導
の
批
判
的
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

こ
れ
を
問
題
に
す
る
に
さ
い
し
て
、
先
ず
最
初
に
、
第
八
の
観
に
お
け
る
「
法
界
」

に
対
す
る
善
導
の
了
解
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
諸
師
の
解
釈
に
お
け
る
「
法

界
」
と
は
、
「
如
来
蔵
」
、
ま
た
は
「
真
剣
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
善
導
は

」
の
一
言
葉
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

言
法
界
者
有
三
義
。

一
者
心
遍
故
解
法
界
。

一
一
者
身
遍
故
解
法
界
。
一
一
一
者
無
障

畷
故
解
法
界
。
正
由
心
到
故
身
亦
随
到
。
身
随
於
心
政
づ
一
口
是
法
界
身
也
。
=
司
法

Jm}
 

界
者
是
所
化
之
境
郎
衆
生
界
也
。
言
身
者
是
能
化
之
身
国
諸
岬
伸
身
也
。

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
と
は
、
明
ら
か
に
教
え
を
受
け
る
衆
生
(
所
化
之

境
)
と
教
え
を
説
く
諸
仏
(
能
化
之
身
)
と
の
関
係
な
の
で
あ
っ
て
、
如
来
蔵
や
真

如
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
諸
師
と
全
然
異
質
な
了
解
で
あ
る
。
善

導
に
お
け
る
「
法
界
」
と
い
う
言
一
品
の
こ
の
意
味
的
逆
転
が
非
常
に
大
事
な
様
相
を

へ

mJ

E
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。



そ
し
て
、
最
後
に
、
善
導
に
お
け
る
諸
闘
の
第
八
の
観
の
了
解
に
対
す
る
批
判
を

直
接
問
題
に
し
て
お
こ
う
の

善
導
は
、
と
の
問
題
に
つ
い
て
『
観
経
疏
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

或
有
行
者
。
勝
此
一
門
之
義
作
唯
識
法
身
之
翻
。
或
作
向
性
清
浄
悌
性
観
者
。

其
意
持
錯
。
絶
無
少
分
相
似
也
。
抗
告
日
想
像
限
立
一
卜
二
相
者
。
民
如
法
界
身

山
宣
有
利
而
可
縁
。
有
身
而
可
取
也
。
然
法
身
無
色
絶
於
限
針
。
更
無
類
可
方
。

故
取
虚
雫
以
恰
法
身
之
飽
也
。
又
今
此
州
開
門
等
唯
指
方
立
相
。
住
心
而
取
境
。

一州三

総
不
明
無
杷
離
念
也
。
如
来
懸
知
末
代
界
濁
凡
夫
。

と
の
文
に
は
、
無
相
離
念
を
説
く
唯
識
や
仏
併
の
否
定
が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
相
な
る
真
如
法
界
は
、
そ
の
前
の
文
の
分
析
か
ら
い
え
ば

ヴ
諸
仏
を
怠
味
し
て
い
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
第
八
の
観

に
対
す
る
善
導
の
こ
の
分
析
は
如
来
蔵
思
想
の
否
定
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の

(
C
)
因
果

者
導
が
仏
教
の
因
果
を
正
し
く
了
解
し
た
こ
と
の
一
番
の
証
拠
と
し
て
「
一
一
種
深

信
」
に
お
け
る
「
無
有
出
離
之
縁
ー

の
自
覚
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
論
拠
に
で

き
る
こ
と
は
沢
山
あ
る
。
こ
の
代
表
的
な
証
拠
の
っ
と
し
て
は
善
導
が
『
般
舟
讃
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

興
空
性
向
待
。
同
時
而
有
心
識
。
若
不
輿
空
界
同
時
有
者
。

一
切
衆
生
印
是
無

囚
而
始
出
也
。
心
識
宕
無
本
閃
有
者
。

ω事
同
木
石
。
若
同
木
石
者
。
則
無
六

道
之
因
業
也
。
同
業
若
無
者
。
凡
聖
苦
楽
因
果
誰
費
誰
知
也
。
以
斯
道
理
推
勘

一
切
衆
生
定
有
心
識
出
。

者。

と
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
心
識
」
と
は
、
外
道
の
説
く
実
体
的
な
「
ア

l
ト

マ
ン
」
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
善
導
が
守
山
事
讃
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

仰
道
人
身
難
得
今
日
待
。
浄
土
難
問
ム
f

巳
開
。
信
心
難
縫
ム
マ
己
時
間
。
仰
惟
今
時

I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L
a 

同
小
知
識
等
爾
許
多
人
。
恐
畏
命
同
石
火
久
照
難
期
。
識
性
無
常
通
蹴
風
燭
。

(
D
)
機
根
不
河
の
有
無

善
、
専
の
思
想
に
お
付
る
機
根
不
同
の
否
定
と
は
、
二
つ
の
前
提
を
通
し
て
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

つ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
悶
十
八
願
を
救
済
の
原
理
と
す
る

と

ょ
っ

c 
人
間

内
在
す
る
救
済
の
原
理
を
全
両
的

肯
定
し
た

と
で
あ
る

そ
し
て
、
人
間
に
内
在
す
る
救
済
の
原
則
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
機
制
恨
の
不

同
を
完
全
に
無
力
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
『
観
経
疏
』
の
次
の
文
を
引
用
す
る
だ
け
で
充
分
で

あ
る
。

七
立



同
服
大
川
7
仰
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
六
号

間
け
の
彼
品
川
及
上
抗
言
報
者
。
報
法
高
妙
。
小
型
難
階
。
垢
陣
凡
夫
一
五
何
得
八
。

答
日
。
若
論
衆
生
垢
陣
。
賓
難
欣
趣
。
正
由
託
仰
願
以
作
強
縁
。
致
使
五
乗
棋
円

1
0 

''/
 

も
つ

つ
は
、
ト
人
乗
と
小
乗
と
外
道
の
区
別
を
億
人
の
内
出
的
、
不
変
的
な
性
質

の
次
一
川
で
考
え
た
唯
識
の
「
五
円
各
別
説
」

れ
は
教
法
の
真
偽
に
対
す
る
区
別
で
あ
る
。

に
対
し
て
、
善
導
の
思
想
に
お
け
る
そ

つ
ま
り
、
大
乗
を
開
く
人
は
大
乗
の
よ

う
に
な
り
、
小
乗
を
聞
く
人
は
小
乗
の
よ
う
に
な
り
、
外
進
に
聞
く
人
は
外
道
の
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
束
中
の
真
実
な
る
阿
弥
陀
仏
の
山
卜
八
献
を
伝

ず
る
こ
と
は
、
同
時
に
機
恨
の
不
同
を
一
治
定
的
に
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。善

導
の
思
怨
に
は
、
真
実
性
の
問
題
に
つ
い
て
附
人
の
内
面
的
性
質
か
ら
教
法
の

真
偽
の
次
一
瓦
へ
の
逆
転
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
『
鋭
経
疏
』
の
次
の
文
を
引

用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。

上
品
三
人
足
遇
大
凡
夫
。
中
品
三
人
是
遇
小
凡
夫
。
下
品
三
人
是
遇
悪
凡
夫
。

以
nu
芯
業
政
臨
終
藷
善
。
乗
御
願
力
。
乃
得
往
牛
。
餅
彼
華
凋
方
始
護
心
。
何
得

言
是
始
準
大
乗
人
也
。
若
作
此
見
。
自
失
誤
他
。
為
市
川
絃
什
世
。
今
以
一
一
同
文

田
朗
読
。
欲
使
今
時
善
悪
凡
夫
同
治
九
品
。
生
信
無
疑
乗
例
願
、
力
忍
得
生
也
。

以
上
を
結
論
づ
け
て
い
え
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
「
む
し
ハ

先
に
述
べ
た
凶
点
の
分
析
か
ら
一
普
導
と
諸
附
の
『
観
経
』
理
解
の
本
質
的
な
異
質

性
は
も
う
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
善
導
に
お
け
る
一
二
身
説
の
克
服

の
不
徹
底
さ
の
問
題
は
あ
る
と
し
て
も
、
観
を

1

智
一
呂
志
の
観
」
と
定
義
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
観
仏
三
味
」
を
否
定
し
、
仏
教
の
「
因
果
」
を
ま
た
正
し
く

f
解
し
、
そ

し
て
「
機
恨
の
不
田
川
」
を
否
定
し
た
と
い
う
点
で
、
善
導
の
『
観
経
』
理
解
は
諸
師

の
そ
れ
と
対
立
し
て
い
る
ご
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
善
導
の
諸
帥
批
判
を

1

二
橋
深
信
」
に
立
脚
し
た
如
来
蔵
思
想

批
判
と
し
て
了
解
す
る
前
提
も
初
め
て
成
り
立
つ
で
あ
ろ
ラ
。
そ
し
て
、
私
は
以
卜

に
お
い
て
こ
の
前
提
に
基
づ
い
て
つ
漏
出
深
信
ー

の
思
怨
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

四

「
ニ
種
深
信
」

の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

二
橋
深
信
」

の
構
造
を
羽
ら
か
に
す
る
と
と
に
さ
い
し
て
、
先
ず
最
初
に
、
機

と
法
の
定
義
か
ら
始
め
る
こ
と
は
賢
明
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一
種
深
信
L

に
お
け
る
「
機
」
と
は
、
法
の
「
器
い
で
あ
り
、
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
衆
生

を
意
味
す
る
と
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
、
専
に
お
け
る
「
法
」
と
は
、
「
法
性
と

か
「
真
如
」
と
か
を
意
味
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
「
教
法
し
を
意
味
す
る
こ
と

で
あ
る
。

「
一
一
漏
出
深
信
」
と
い
う
こ
と
は
、
機
と
法
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
信
仰
的



認
識
の
過
程
で
あ
る
。

折
}

宗
教
的
時
間
性
と
し
て
認
識
で
き
た
凡
夫
が
、
逆
に
、
釈
尊
の
教
え
の
中
か
ら

1

浄

つ
ま
り
、
教
法
と
の
関
係
に
お
い
て
白
己
の
無
明
を
一
種
の

上
三
部
経
」
を
選
び
取
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
信
仰
的
認
識
な
の
で
あ
る
。

』
機
の
深
信
」
と
は
、
自
己
の
無
明
を
つ
の
宗
教
的
時
間
性
と
し
て
信
知
す
る

と
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
導
は
、
『
観
経
疏
L

の
「
散
普
義

中
で
と
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

身
現
是
罪
悪、
生
死
凡
夫

峡
劫
日
米
常
没
常
流
締

無
有
出
離一
之 者
縁竺決
。定

深
{品
自

二
者
深
心
。
言
深
心
者
。
削
是
深
信
之
心
也
。
亦
有
二
種
。

こ
と
で
見
ら
れ
る
「
機
の
深
信
」

の
内
容
に
つ
い
て
、
二
点
が
述
べ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

つ
は
、
「
機
の
深
信
」
と
は
、
仏
教
の
正
し
い
時
間
的
な
「
凶
果
」
を
内

容
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
無
有
出
離
之
縁
と
い
う

表
現
が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
ー
因
果

の
認
識
は
も
う
既
に
衆
生
に
内

介
忙
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
仏
の
教
法
と
の
出
会
い
を
不
可
欠
の
条
件
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
正
し
い
「
因
果
」
を
内
容
と
し
、
仏
の
教
法
と

の
出
会
い
を
必
然
的
条
件
に
し
て
い
る
こ
の
「
機
の
深
信
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
如

米
蔵
思
想
と
対
立
す
る
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
法
の
深
信
L

と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
教
法
に
よ
っ
て
自
己
の

無
明
を
信
知
で
き
た
凡
夫
が
、
「
仏
語
」

に
随
順
す
る
も
の
と
し
て
、
真
実
教
と
し

て
「
浄
士
二
一
部
経
い
を
選
び
取
る
こ
と
を
潜
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
一
い
て

て
善
導
は
、
口
門
じ
「
観
経
疏
』
の
「
散
善
義
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
者
決
定
深
信
彼
阿
禰
陀
仰
向
十
八
願
揖
受
衆
生
。
無
疑
無
慮
。
釆
彼
願
力
定

得
往
生
。
又
決
定
深
俗
調
停
迦
仰
説
此
観
経
三
一
耐
九
品
定
散
守
一
善
。
設
讃
彼
例
依

の

正
一
報
。
使
人
欣
慕
。
文
決
定
深
信
州
陀
終
中
十
万
回
一
沙
諸
例
議
勘
一
切
凡
夫

決
定
得
生
。
又
深
信
者
。
仰
願
一
切
行
者
等
。

一
心
唯
信
仰
語
。
不
顧
身
命
。

決
定
依
行
。
例
遣
捨
者
割
捨
。
偽
造
行
者
即
行
。
例
遺
去
底
割
去
。
是
名
随
順

一打

倒
教
随
順
例
意
。
是
名
随
順
併
願
。
是
名
員
悌
弟
子
。

仏
教
を
は
っ
き
り
と
「
仏
訴
し
と
見
、
仏
教
仏
意
仏
願
に
随
順
す
る
も
の
を
「
真

の
仏
弟
子
」
と
見
る
、
そ
し
て
、
仏
語
の
内
容
を
「
浄
土
三
部
経
」
と
し
て
明
確
に

限
定
す
る
と
の
寸
法
の
深
信
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
典
を
同
価
値
の
も
の
と
し
て
見
る

如
来
蔵
思
想
に
対
し
て
異
質
な
思
想
で
あ
る
に
間
違
い
な
い
。

以
『
ト
じ
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
争
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

吉
蔵
の
如
来
蔵
思
想
は
、
二
つ
の
中
心
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、

閃
果
の
必
定
で
あ
る
。
も
う
一

r
m切
)

る
立
場
で
あ
る
。
善
導
に
お
け
る
「
機
の
深
伝
」
は
、
明
ら
か
に
前
者
と
対
ム
ー
す
る
。

つ
は
、
経
典
の
す
べ
て
を
同
価
値
の
も
の
と
し
て
見

そ
し
て
、
「
法
の
深
信
」
も
ま
た
後
者
と
非
常
に
明
確
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
善
導
の
諸
師
批
判
を
「
二
種
深
信
」

に
立
脚
し
た
如
来
蔵
思
怨
批
判
と
し
て
了
解
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

七
七



同
朋
大
学
仰
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
六
号

五

x
m
z
z
m
↓z 
↓〉
Z
〉
T

ハ
〉
氏
へ
の
批
判

最
近
二
九
九

O
年
)
、
北
米
の
仏
教
学
者
の
問
団
Z
Z問
、
吋
出
↓
』
Z
〉
同
〉
氏
は
、

そ
の
著
宝
円
…

1
1

門
回
目
ロ
〉
者
Z
O
H
V
の回目
Z
出
回
目
司
巴
何
回
「
〉
Z
ロ
田
口
ロ
ロ
回
目
白
↓

ロ
O
の
ロ
出
Z
出
h

の
中
で
、
純
正
浄
土
教
(
つ
ま
り
、
善
導
の
思
想
を
立
場
と
す
る

泊
)

の
仏
教
史
観
の
一
面
性
を
批
判
す
る
意
味
で
、
逆
に
慧
遠
の
『
観
経
疏
』

浄
土
教
)

の
思
怨
的
立
場
の
正
し
さ
と
浄
土
教
思
怨
に
対
す
る
影
響
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い

る。
本
来
、
善
導
の
思
想
は
、
曇
驚
や
道
紳
か
ら
の
直
接
の
影
響
を
受
け
た
立
場
と
取

る
純
正
浄
土
教
に
対
し
て
、
善
導
の
思
想
形
成
に
お
い
て
は
、
慧
遠
の
『
観
経
疏
』

が
そ
の
中
心
に
あ
る
と
主
張
す
る
田
中
氏
は
、
そ
の
論
理
的
内
容
に
つ
い
て
次
の
如

く
の
主
張
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
四
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
純
正
浄
土
教
の
主
張
と
違
っ
て
、
慧
遠
の
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
『
観
経
』
理

r
h
ぎ

解
で
は
、
リ
観
経
』
は
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
の
た
め
に

説
か
れ
た
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
2
)
慧
遠
の
思
怨
に
対
す
る
と
の
了
解
は
、
慧
迭
と
善
導
の
思
怨
に
お
け
る
凡
夫
の

一
回
-

概
念
の
定
義
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
凡
夫
を
十
信
以
前
の

者
と
し
て
定
義
し
た
善
導
に
対
し
て
、
寸
大
乗
義
章
』
に
基
づ
い
た
慧
速
の
思
想
に

お
け
る
凡
夫
の
定
義
は
初
地
以
前
の
者
と
し
て
の
定
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
言
う
ま

七
ノL

で
も
な
く
、
慧
遠
の
思
想
に
対
す
る
善
導
の
本
質
的
な
誤
解
に
由
来
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

(
3
)
慧
迷
は
、
称
名
念
仏
(
口
称
念
仏
)
を
浄
土
往
生
の
行
と
し
て
は
っ
き
り
と
認

一印

め
て
い
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
の

(
4
)
最
後
に
、
慧
速
は
、
は
っ
き
り
と
凡
夫
に
観
仏
一
一
戸
駄
に
人
る
能
力
を
認
め
て
い

(回一

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
田
中
氏
は
口
称
念
仏
と
続
仏
云
昧
(
禅
定
)
と
の
対
比

と
、
そ
れ
ら
を
行
ず
る
凡
夫
の
能
力
の
有
無
(
機
根
の
不
同
)
し
か
問
題
に
し
て
い

な
い
。
従
っ
て
こ
の
主
張
は
、
行
の
次
元
(
就
行
立
信
)

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
の
で
、
善
導
と
慧
遠
と
の
思
想
的
対
立
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
行
の

liiJ 
法提
然を
とな
明し
窓て
とい
のる
思仏
想教
的観
日 (

~就
の人
|日 l 立
題雪

自を
発全
点.:'.，

F岩
モード
室戸
毒五
蓮い
/れの

主主
j 1 7  
を 't

認
識
し
て
い
る
私
は
、
そ
の
内
容
を
知
性
主
義
(
聞
思
に
茶
、
つ
い
た
信
心
の
智
慧
)

と
体
験
主
義
(
修
慧
・
禅
』
〕
比
重
視
の
如
来
蔵
思
想
)
と
の
問
の
対
立
と
し
て
見
て
い

る
。
ま
た
、
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
松
本
史
朗
氏
の
意
見

(部

の
正
し
さ
を
認
め
た
上
で
、
仏
教
(
知
性
主
義
)
と
如
来
蔵
思
想
(
体
験
主
義
)
と

の
聞
の
対
立
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
立
場
に
基
づ
い
て
、
私
は
次
の
四
点
を
主
張
し
た
い
。



(
1
)
善
導
は
、
『
観
経
疏
』
の
中
で
、
叶
観
経
』
の
十
六
観
中
の
初
め
の
十
三
観
を
定

善
と
し
て
定
義
し
、
後
の
三
観
を
散
善
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

つ
ま
り
善
導
自
身

に
お
は
り
る
観
の
定
義
は
、
信
心
の
智
慧
と
し
て
の
定
義
で
あ
り
、
観
仏
三
昧
と
し
て

の
定
義
で
は
な
か
っ
た
。

(2)
『
散
普
義
』
の
中
で
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
善
導
は
釈
迦
・

弥
陀
二
尊
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
時
間
的
な
因
果
性
と
し
て
の
自
己
の
無
明
を
信
知

す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
一
一
種
深
信
な
る
教
学
を
樹
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
嶋

一日

ら
か
に
如
来
蔵
思
想
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
を
救
済

の
原
理
と
し
、
自
己
の
無
明
を
信
知
す
る
と
と
を
内
容
と
し
て
い
る
普
導
の
思
想
の

一A

稀
深
信
と
、
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
菩
提
心
を
救
済
の
原
理
と
し
、
観
仏
ニ
昧
に

よ
る
悟
り
を
救
済
の
内
容
と
し
て
い
る
慧
遠
の
思
惣
と
の
問
に
は
っ
き
り
し
た
矛
盾

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3 

そ
の
自E
j拠

』こと
対し
すて
るは
批、

判善
的導
分に
析は
泊ミ '--'~ 
あ定
る事善
。義
そ』
れに
はお
明け
らる
か『
に観
tu 絞
来』

蔵の
思第
恕八
のの

観
(
像
想
鋭
)

否
定
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

「

4
)
最
後
に
主
張
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
剖
十
八
願
を
救
済
の

原
理
(
法
の
深
信
)
と
す
る
と
と
に
よ
っ
て
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
菩
提
心
(
如
来

蔵
)
を
否
定
し
た
は
ず
の
一
一
種
深
信
に
は
、
九
口
叩
の
中
で
の
凡
夫
の
定
義
(
十
信
以

一
一
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

前
の
者
か
、
初
地
以
前
の
者
か
)
や
観
仏
三
味
を
行
ず
る
能
力
の
有
無
を
問
題
に
す

る
も
の
と
し
て
見
る
よ
り
も
、
機
根
の
不
同
の
全
面
的
な
否
定
と
し
て
受
け
と
め
る

べ
き
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
善
導
と
慧
遠
を
含
め
た
諸
舗
と
の
思
想
的
対
立
を
二
積
深
信
に
基

づ
い
た
如
来
蔵
思
想
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
浄
土
教
の
思
想
的
、
論
理
的
な
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
を
大
乗
仏
教
の
主
流
と
見
る
通
念
へ

の
批
判
を
自
分
の
中
心
課
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

Eι 
/、

結
論

善
導
の
思
想
は
、
法
然
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
選
択
」
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ

の
「
選
択
ん
と
は
、
ま
た
、
二
つ
の
次
一
五
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、

行
の
次
元
で
の
選
択
(
就
行
立
信
)

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
思
想
の
次
元
の
選
択

(
就
人
立
信
)

で
あ
る
。
行
の
次
元
で
の
選
択
と
は
、
称
名
念
仏
を
選
び
取
り
、
諸

行
を
選
び
捨
て
る
排
他
的
な
選
択
を
意
味
す
る
と
と
で
あ
る
。
こ
の
行
の
次
元
で
の

選
択
は
、
普
導
浄
土
教
に
立
脚
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
宗
派
的
な
立
場
に
と
っ
て
は
自

明
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
自
ら
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
行
の
次
元
で

の
選
択
は
、
も
ち
ろ
ん
、
思
想
の
次
元
で
の
選
択
に
そ
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
体
名
念
仏
対
諸
行
ー

の
選
択
は
、
「
二
種
深
信
対
如
来
蔵
思
想
」

七
九
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の
選
択
に
そ
の
恨
拠
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
、
「
二
種
深
信
」

に
立
脚
し
た
普
導
の
「
三
大
論
師
」
批
判
刊
を
怠
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。

事
の
思
想
を
諸
師
の
如l

来
蔵
的

体
験
主
義
的
な
仏
教
理
解

対
す
る
批
判
と

し
て
了
解
す
る
こ
の
立
場
は
、
当
然
の
ご
と
に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
υ

け
れ

ど
も
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
宗
学
(
真
宗
学
・
浄
土
学
)
を
立
場

と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
仏
教
学
を
立
場
と
し
て
い
る
研
究
者
に
お
い
て
も
、

直
接
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
真
宗
大
谷
派
の
伝
統
宗

学
者
の
藤
原
幸
章
氏
は
、
そ
の
『
善
導
浄
土
教
の
研
究
h

の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の

善
導
の
浄
士
教
は
師
が
自
ら
三
円
明
す
る
ご
と
く
、
「
鮎
制
定
古
今
」
と
い
う
と
と

一
つ
に
そ
の
焦
点
が
結
ぼ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
善
導
教
学
研
究
の
中
心
課
題
も
、

専
ら
こ
の
一
点
に
集
中
せ
ら
れ
て
き
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
普
導
研

究
の
一
般
的
ト
刀
法
は

d

観
経
』
に
関
す
る
「
諸
師
と
普
導
と
の
相
異
点
l

の
指

摘
と
い
う
問
題
に
の
み
焦
点
が
お
か
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
善
導

浄
土
教
の
独
自
性
は
い
よ
い
よ
微
を
尽
し
て
効
果
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
と
と
な
っ

た
。
け
れ
ど
も
か
く
の
ご
と
き
方
法
は
そ
の
独
立
性
の
指
摘
に
急
ぐ
あ
ま
り
、

と
も
す
れ
ば
一
面
的
な
諸
家
へ
の
批
判
と
、

方
的
な
自
己
主
張
が
即
ち
善
導

の
浄
土
教
で
あ
る
が
ご
と
き
印
象
を
も
た
し
め
る
こ
と
と
な
り
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
善
導
に
お
い
て
は
、
も
と
よ
り
あ
る
と
き
は
他
の
排
除
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
あ
る
と
き
は
全
面
的
な
否
定
さ
え
敢
て
す
る
こ
と
も
あ
っ

ノ1
0 

た
で
あ
ろ
う
。

「
指
定
古
今
」
と
い
う
以
上
、

一
面
に
そ
の
よ
う
な
否
定
や
批

判
を
伴
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
他
阪
に
は
ま
た
す
す
ん
で
し
に
什
今
の
諸
宗
・

諸
家
の
教
義
体
系
の
中
か
ら
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
幾
多
の
貴
重
な
荘
厳

財
を
摂
取
し
、
吸
収
し
、
同
化
し
て
、
白
己
の
浄
士
教
学
そ
の
も
の
に
ゆ
る
ぎ

〔
悦
)

な
き
普
遍
性
を
培
う
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

ま
た
は
、

け
れ
ど
も
誇
導
は
『
起
信
論
』
等
に
開
顕
ぜ
ら
れ
て
い
る
仏
教
の
用
論
体
系
を

殊
更
に
無
視
し
た
り
、
怠
識
的
に
そ
れ
を
疎
外
し
た
り
す
る
も
の
で
な
い
ご
と

も
と
よ
り
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
実
践
的
に
消
化
し
、
体
験
的
に
身
一
汁
し

て
、
真
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
完
成
成
就
を
志
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

m う。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
藤
原
氏
の
指
摘
は
、
善
導
と
諸
師
の
思
想
的
、
論
理
的
な
異
質

性
を
実
践
の
次
元
で
媛
小
化
し
、
黙
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
を
怠
味
す
る
の
で
あ
る
の

草
n
導
と
諸
帥
と
の
思
想
的
な
違
い
の
内
容
を
少
し
も
問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

藤
原
氏
よ
り
も
誇
導
と
諸
制
と
の
思
想
的
異
質
性
を
力
説
し
て
い
る
大
谷
派
の
近

代
教
学
者
の
出
回
瀬
果
氏
は
同
じ
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の

浄
土
教
の
話
だ
か
ら
浄
土
教
か
ら
始
め
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
真
如
法



性
」
か
ら
問
題
が
展
開
す
る
の
で
す
。
ー
古
パ
如
法
性
」
と
い
ラ
瓦
葉
は
い
ろ
ん

な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
得
に
普
導
は
、

い
わ
ゆ
る
龍
樹
系
の
学
問
を
や
っ
た

人
な
の
で
す
の
そ
う
い
う
よ
う
な
仏
教
の
学
問
で
は
「
真
如
法
判
」
と
い
う
の

は
単
な
る
道
閣
内
と
い
う
よ
ラ
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
性
と
い
う
こ
と
と

イ
コ
ー
ル
で
結
ぼ
れ
る
よ
ラ
な
積
極
的
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
ー
序
題
門
」
で
こ
う
書
き
出
す
こ
と
の
背
後
に
は
「
一
切
衆
生
、
芯
有
仏
位
」

と
い
う
、
あ
の
大
乗
の
旗
印
と
い
う
も
の
が
既
に
背
後
と
し
て
押
え
ら
れ
て
い

rm
一

る
わ
け
で
す
。

誰
円
導
の
思
想
に
対
す
る
分
析
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
康
瀬
氏
の
こ
の
発
言
は
、

如
来
蔵
思
想
以
外
の
流
れ
を
大
乗
仏
教
と
認
め
な
い
で
「
小
乗
」
と
断
罪
し
て
し
ま

う
考
え
み
の
典
型
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
善
導
が
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
「
龍

樹
系
の
学
問
」
と
は
善
導
の
思
想
批
判
の
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
一
二
論
学
派
l

そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
度
瀬
氏
は
誇
導
と
諸
師
と
の
思
想
的
対

立
の
内
情
什
に
対
し
て
本
質
的
に
理
解
し
て
い
な
い
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

藤
原
・
康
瀬
一
氏
と
比
べ
て
西
本
願
寺
の
教
学
者
の
大
阪
性
実
氏
及
び
浄
土
宗
教

学
者
の
一
一
枝
樹
隆
普
氏
の
研
究
は
、
善
、
等
教
学
の
本
質
的
な
課
題
性
に
触
れ
て
い
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
善
導
に
お
け
る
「
観
と
は

E

智
慧
の
餓
」
と
定
義
し
、
そ

し
て
普
導
に
お
け
る
内
在
仏
側
の
一
台
定
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
よ
原
氏
は
善
導

の
思
想
に
対
し
て
本
質
的
な
指
摘
を
な
さ
れ
た
「
戸
考
え
ら
れ
る
の
法
然
に
お
け
る
菩

挺
心
否
定
の
問
題
と
善
導
の
思
恕
と
の
関
連
世
及
び
善
導
に
お
け
る
『
観
経
ι

の
第

種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

八
の
観
の
分
析
の
観
点
か
ら
詳
導
を

f
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
三
枝
樹
氏
は
、
ま
た

に

ω

本
質
的
な
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
大
阪
・
一
一
一
枝
樹
一
一
氏
の
こ

の
研
究
に
高
く
評
価
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
善
導
に
お
け

る
如
来
蔵
思
想
批
判
に
つ
い
て
の
指
摘
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

仏
教
学
の
立
場
か
ら
の
善
導
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
亡
藤
田
宏
達
氏
の
辛
口

鞍
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
田
氏
の
こ
の
刷
究
に
は
善
導
に
お
け
る

i

信
心

の
智
慧
」
に
対
す
る
指
断
が
見
ら
れ
る
が
、
如
来
蔵
思
想
批
判
の
問
題
に
全
然
触
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
結
論
と
し
て
い
い
た
い
こ
と
は
、
善
導
の
思
想
を
「
一
一
種
傑
円
相
L

に
立
脚

し
た
諸
師
の
如
来
蔵
的
、
体
験
主
義
的
な
仏
教
理
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
了
解
す

る
ご
と
は
、
私
の
こ
れ
か
ら
の
中
心
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
如
米
蔵
思
想
以
外
の
も
の
を
大
乗
仏
教
と
認
め
な
い
で
、
「
因
果
i

と
「
智
慧
」
を
説
〈
仏
教
を
「
小
乗
」
と
し
て
蔑
視
し
た
中
凶
仏
教
以
来
の
通
念
に

対
す
る
批
判
を
ま
た
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

i主(
l
)

私
は
本
稿
に
お
い
て
従
来
の
通
念
に
し
た
が
っ

E
「
一
極
深
信
」
と
い
う
表
現
在
使
っ

て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
私
は
、
昔
、
「
機
法
二
種

深
信
」
と
い
う
表
現
に
は
機
回
棋
の
不
同
の
よ
う
な
義
別
的
な
発
想
を
再
定
す
る
内

容
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
袴
谷
憲
昭
氏
及
び
伊
藤
降
寿
氏
か
ら
の
批
判
的
な
指
摘

を
受
付
E
自
分
の
考
え
方
の
間
違
い
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
コ
た
の
で
あ
る
。

「
機
ー
と
い
う
概
念
そ
れ
実
体
に
は
差
別
的
な
寸
機
根
の
不
同
」
と
い
う
意
味
合
が

既
に
台
ま
れ
て
お
り
、
主
円
導
の
思
想
に
は
こ
う
し
た
発
想
を
克
服
す
る
内
容
が
あ
る
と

八
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す
る
な
ら
ば
、
「
機
法
二
種
深
信
」
と
い
う
表
現
の
批
判
的
克
服
が
必
要
で
あ
る
よ
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。

「
機
ー
と
い
う
発
想
的
本
質
的
な
差
別
性
の
一
例
と
し
て
真
宗
大
谷
派
の
教
化
テ
キ

ス
ト
の
吋
現
代
の
聖
典
』
一
四
・
六
頁
を
と
り
あ
川
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
善

導
の
思
想
と
明
ら
か
に
対
立
す
る
差
別
的
な
「
機
根
の
不
同
」
が
は
コ
き
り
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
(
『
現
代
の
聖
典
』
本
願
寺
出
版
部
・
一
九
九

O
年
参
照
)

(
2
)

こ
の
間
題
に
つ
い
て
横
越
慧
日
「
中
国
帥
教
に
於
け
る
大
乗
思
想
の
興
起
」
(
『
中

岡
仰
教
の
研
究
』
・
第
一
・
法
蔵
館
)
及
び
佐
藤
達
玄
「
中
国
に
お
け
る
斉
藤
戒
の
展

開
・
(
寸
中
間
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』
・
木
耳
社
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

格
義
仏
教
と
如
来
蔵
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
伊
藤
隆
寿
司
山
中
同
仏
教
の
批
判
的
研

究
』
大
蔵
出
版
・
一
九
九
二
年
を
参
照
。

(
4
)

如
来
蔵
思
想
批
判
に
つ
い
て
松
本
史
朗
司
縁
起
と
空
・
如
来
蔵
思
想
批
判
し
大
蔵
出

版
・
一
九
八
九
年
参
照
。

(
5
)

私
は
、
浄
土
経
典
と
如
来
蔵
思
想
と
は
異
質
な
思
想
的
な
流
れ
で
あ
φ
と
考
え
て
い

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
主
張
の
学
問
的
な
根
拠
が
充
分
に
成
立
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
私
は
、
今
後
、
こ
の
問
題
を
研
究
の
テ
i
マ
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

浄
土
経
典
に
対
す
る
実
証
的
な
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
藤
出
宏
達
「
原
始

浄
J
思
想
の
研
究
』
・
岩
波
書
庖
・
一
九
七

O
年
と
太
田
利
生
『
無
量
寿
経
の
研
究
』
・

氷
川
文
呂
堂
・
一
九
九

O
平
参
照
。

(
6
)

吉
蔵
の
思
想
に
つ
い
て
松
本
史
朗

f

一
論
教
学
の
批
判
的
考
察
口
同
月
門
口

ー
ぐ
』
口
〉
と
し
て
の
吉
蔵
の
忠
怨
」
・
『
禅
思
想
の
批
判
的
研
究
』
・
大
蔵
出
版
一
九

九
凶
年
を
参
照
。

(
7
)

こ
の
間
題
に
つ
い
て
平
力
俊
栄
寸
中
国
般
若
思
想
史
研
究
』
春
秋
社
・
一
九
七
六
年

を
参
照
。

(
8
)

大
正
蔵
・
巻
一
二
一
・
」
一

7

c
。

(9)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
ジ
ョ
ア
キ
ン
モ
ン
テ
ィ
ロ
「
善
導
に
お
け
る
『
成
実
論
』
の

影
響
に
つ
い
て
」
・
「
宗
教
研
究
t

第
六
八
巻
・
=
一

O
三
・
第
阿
輯
参
照
。

(
叩
)
伊
勝
隆
寿
氏
の
御
教
一
引
に
』
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
法
砺
の
叶
四
分
律
疏
』
一

O

巻
と
定
賓
の
吋
凶
分
律
疏
許
宗
義
記
』
一

O
巻
が
あ
る
。

八

戒
律
師
と
「
成
実
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
佐
藤
達
玄
『
中
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律

の
研
究
』
・
木
耳
剖
・
一
九
八
六
年
・
九
四
一

O
一
頁
参
照
。

(
日
)
善
導
に
お
け
る
戒
律
の
問
題
に
つ
い
て
三
枝
樹
経
善
「
善
導
に
お
け
る
戒
の
意
義
」

『
善
導
浄
土
教
の
研
究
』
・
東
五
出
版
・
一
九
九
一
年
を
参
照
。

(
問
)
小
人
正
蔵
・
巷
凶
七
・
凶
五
六
・

A
O

(
日
)
ト
人
正
威
・
巻
三
七
・
一
七
三
・
八
六
頁
。

(H)

し
人
正
蔵
・
巻
三
七
・
二
三
三
・
二
四
五
頁
。

(
日
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
八
六
・
九
四
頁
。

(
凶
)
馬
島
浄
圭
氏
、
及
び
小
野
立
教
氏
の
御
教
一
市
に
よ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
佐
藤
哲

主
主
人
合
大
師
の
研
究
』
・
百
華
苑
刊
参
照
。

(
げ
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
町
内
出
Z
Z回叶
Z

4〉
Z
〉
民
〉
『
斗
出
開
口
〉
戸
許
可
Z

O
『
凸
回
目
Z
出回目出

日ν
巴
回
目

F
〉
Z
ロ
回
ロ
ロ
ロ
回
目
白
↓
口
O
口↓回目
Z
閏
』
・
印
寸
〉
斗
回
口
Z
円
〈
同
国
田
己
J
4
0日り

Z
出豆、

4
0出
町
内
司
何
回
目
印
・
呂
田
口
口
白
』
-
v
J
「出
H

H

]

り
門
戸
、
出
・
叶
団
司
〉
の
凹
を
参
照
。

(
犯
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
七
三
・

A
。

(
凶
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
七
八
・

A
。

(
却
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
八

0
・
A
。

(
幻
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
七
五
・

c。

(
忽
)
こ
の
問
題
に
関
す
る
厳
密
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
が
吋
浬
繋
経
』

の
仏
性
を
神
不
滅
と
し
て
了
解
し
た
慧
遠
は
仏
教
の
正
し
い
因
果
ー
を
了
解
し
た
と

ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

(
幻
)
大
正
蔵
・
巻
二
七
・
一
八
三
・

C
。

(
民
)
大
正
蔵
・
巻
一
七
・
一
宅
一

7
c
・
二
三
四
・

A
o

(
部
)
大
正
蔵
・
巻
一
ゃ
一
七
二
ゃ
一
一
千
四
・

A
・
B
。

(
m
m
)

大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
一
一
一
四
・

c。

(
幻
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
一
三
五
・

A
。

(
部
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
一
四
五
・

A
。

(
却
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
二
四
六
・

A
。

(
泊
)
大
正
蔵
・
巻
四
七
・
四
五

0
・
B
。

(
剖
)
同
じ
・
四
五
一

-
A
。



(
沼
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
一
五

0
・
日
。

(
岱
)
大
正
蔵
・
巻
一
一
七
・
一
四
六
・

B
。

(
剖
)
こ
の
問
題
仁
つ
い
て
大
原
性
実
寸
苦
専
教
学
の
研
究
』
・
明
治
書
続
・
一
九
四
一
一
一
年
・

一
一

0
・
二
一
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
卜
人
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
四
七
・

A
。

(
鉛
)
大
正
蔵
・
巻
=
一
七
・
一
四
七
・
日
。

(
幻
)
同
じ
。

(
部
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
二
六
七
・

A
。

(
お
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
三
岐
樹
降
善
『
苦
導
浄
土
教
の
研
究
』
東
方
出
版
・
九
九
二

年
・
九
一
1
九
二
頁
参
照
。

(
岨
)
大
正
蔵
・
巻
一
一
七
・
二
六
七
・

B
。

(
剖
)
大
正
蔵
・
巻
凶
七
・
凶
五
六
・

A
。

(
州
知
)
同
じ
・
巻
・
山
七
・
四
三
七
・

co

(
M
M
)

大
正
蔵
・
巻
=
一
七
・
一
五
・

A
o

(HH)

同
じ
・
二
四
九
・

B
G

ヘ
必
)
こ
の
表
現
は
松
本
史
朗
氏
の
言
葉
を
拝
借
。

(
岨
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
二
七
一

-
A
。

(
訂
)
同
じ
・
一
一
七
一
・
日
。

(
岨
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
平
井
俊
栄
「
中
国
般
若
出
怨
史
研
究
』
春
秋
社
・
一
九
七
六
年

を
参
照
。

(
相
)
『
斗
同
開
口
〉
者
Z

O
司
口
呂
Z
凹
出
回
司
巴
回
目

F
〉
Z
ロ
田
町
口
口
出
目
白
ロ
C
口
斗
同
l

ロ
ム
出
・
口
回
目
Z
0
4
-
z
o
出
口
-lJ円
巴
〉
Z
叫
印
口
C
Y向戸入【同
Z
↓
〉
同
吋

O
Z
J「民団

〈
-
田
口
〉
F
-
N〉
4
-
o
z
田口
J吋同〉
L

田
寸
〉
寸
出
口
Z
門戸~可回目白【」門
4

0
司
Z
凹d

F

〈
4
0回
目

司
出
回
目
白
・
田
口
Z
J同
日
開
何
日
出
回
目
z-
回
円
ロ
ロ
出
口
町
斗
印
、
吋
巴
UHHL
∞
-
H由一由()

(
卯
)
曇
驚
と
善
導
の
思
想
の
異
質
性
と
非
連
続
性
を
主
張
す
る
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
意

見
に
対
し
て
世
し
共
感
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
}
「
教
巻
』

の
根
本
問
題
に
つ
い
て
l

.

1

同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
・
第
十
四
号
・
一

九
九
二
年
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

(
別
)
『
斗
出
閉
口
〉
者
Z
O
Hり
口
回
目
Z
出回目

HV口
再
開
「
〉
Z
ロ
田
口
口
口
出
目
白
↓
ロ
O
口
J門HH

一
一
種
傑
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

円Z
開
』
口
出
〉
-
u
J
門出回目り門戸¥吋閏
-
H
U

〉
口
・
4
臼

(
臼
)
ム
刷
出
室
田
・
口
出
〉
司

J

「
恒
国
・
『
門
戸
、
出
-
H
U

〉
0
・4
申

(
臼
)
』
一
山
山
山
主
口
・
口
同
〉
〕
U
4
同
国
・
H
4
}

〈回
-
H
U

〉
口
・

2

(
山
山
)
前
…
山
山
童
同
・
口
出
〉
司
寸
回
目
・
司
日
〈
回
-
M
U

〉
0
・4
日

戸
出
)
こ
の
点
は
袴
在
憲
昭
氏
の
御
教
示
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
氏
の
『
道
元
と

仏
教
』
大
蔵
出
版
・
♂
九
九
二
年
を
妻
照
。

(
国
)
と
の
点
に
つ
い
て
松
本
史
朗
氏
『
縁
起
と
空
・
如
来
蔵
思
想
批
判
』
大
蔵
出
版
一
九

八
九
年
参
照
。

(
町
)
宗
教
的
、
時
間
的
な
因
果
性
と
し
て
の
縁
起
と
如
来
蔵
思
惣
と
の
矛
賄
に
つ
い
て
松

本
史
朗
氏
の
「
縁
起
に
つ
い
て
・
『
縁
起
と
空
・
如
来
蔵
思
想
批
判
」
大
蔵
出
版
・

一
九
八
九
年
事
照
。

(
臼
)
田
中
氏
は
と
の
点
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
コ
JE自
己
〉
者
Z
O
Hり
口
同
日
Z
出回目

B
E
E
R
U
出
口
ロ
ロ
呂
肖
ロ

2
4
E
7同
日
・

2
目
。
巳
巴

24-cz-T〉
0
・

E
ロ

(
回
)
大
正
蔵
・
巻
三
七
・
一
六
七
・
目
。

(ω)
藤
原
辛
章
『
善
導
浄
土
教
の
研
究
』
法
蔵
館
・
九
八
五
年
。

(
出
)
前
出
書
・
一
八
頁
。

(
位
)
前
出
書
・
凶
J
l
頁。

(
侃
)
麿
瀬
果
寸
説
経
疏
に
学
ぶ
・
玄
義
分
一
』
・
法
蔵
館
・
一
九
八
五
年
・
一
九
同
頁
。

(
財
)
大
原
性
実
量
ロ
導
教
川
7
の
研
究
』
・
明
治
書
抽
出
・
九
四
=
司
。

(
閃
)
一
枝
樹
隆
普
『
苦
導
浄
土
教
の
研
究
L

・
東
方
出
版
・
一
九
九
一
年
。

(
前
)
藤
出
宏
達
コ
香
導
L

・
人
類
の
知
的
遺
産
・
八
・
講
談
判
・
一
九
八
丘
年
。

ヘ
町
)
前
出
書
・
四
丘
・
一
四
九
頁
。

八
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