
古
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範
　
　
夫
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に

一
、
最
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寺
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宝
物
集
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文
章
構
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と
そ
の
文
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a
、
文
章
構
成
に
つ
い
て

も
、
言
語
的
特
徴
に
つ
い
て

C
、
第
七
類
本
古
抄
本
の
他
本
に
つ
い
て

二
、
書
陵
部
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体

a
、
文
章
構
成
に
つ
い
て

t
U
、
言
語
的
特
徴
に
つ
い
て

お
わ
り
に

は
　
じ
　
め
　
に

宝
物
集
は
語
り
手
が
嵯
峨
清
涼
寺
に
お
い
て
見
聞
し
た
仏
教
信
仰
勧
奨
の
話
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
、
そ
の
中
心
部
分
は
何
人
か
の
聴
衆
に
向

っ
て
あ
る
人
物
（
僧
）
が
語
り
か
け
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
院
政
・
鎌
倉
初
期
の
も
の
で
講
師
が
聴
衆
に
向
っ
て
種
々
の
説
話
萱
父
え

て
信
仰
勧
奨
す
る
形
式
の
仏
教
説
話
集
と
し
て
は
法
華
百
座
間
書
抄
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
春
日
和
男
博
士
は
「
侍
り
」
と
「
侯
ふ
」
と
の

（1）

用
い
ら
れ
方
か
ら
法
華
百
座
間
書
抄
は
説
経
と
説
話
と
の
二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
さ
れ
た
。
宝
物
集
は
法
華
百
座
間
書

古
抄
本
宝
物
集
の
文
責
構
成
と
そ
の
文
体
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〇

抄
と
は
様
式
も
異
っ
て
お
り
、
ま
た
古
抄
本
の
諸
本
間
に
お
い
て
は
文
体
的
異
り
を
見
せ
る
も
の
も
あ
る
。
本
稿
は
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
諸

本
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
構
成
と
文
体
的
特
徴
と
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
仏
教
信
仰
勧
奨
の
話
に
入
る
の
は
、
例
え
ば

（2）

七
巻
本
の
抄
出
本
と
い
わ
れ
る
身
延
山
久
遠
寺
本
で
は
巻
夢
二
以
降
で
あ
る
。
仏
教
説
話
集
と
し
て
の
存
在
も
こ
の
部
分
に
あ
る
の
で
本
稿
で
は

専
ら
こ
の
部
分
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

「
二
最
明
寺
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体

a
、
文
章
構
成
に
つ
い
て

最
明
寺
本
宝
物
集
は
巻
四
部
分
の
み
の
零
本
で
あ
る
。
一
部
分
を
抄
出
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

資
料
工

①
天
竺
大
唐
吾
朝
の
こ
と
を
ろ
！
～
－
申
侍
べ
し
、
②
枇
沙
離
国
の
仏
跡
を
た
づ
ぬ
れ
ば
大
林
精
舎
は
名
を
の
み
き
く
、
③
給
孤
独
薗
の
伽
藍
を
と

ぶ
ら
へ
ば
祇
直
精
舎
は
礎
の
み
の
こ
れ
り
、
④
白
鷺
池
は
水
た
え
て
う
え
き
し
げ
り
菩
提
樹
は
根
を
は
な
れ
て
若
葉
さ
ゝ
ず
、
⑤
う
ち
か
つ
を

も
て
き
み
と
し
て
摩
謁
陀
国
の
は
か
に
王
な
し
、
⑥
ま
し
て
靂
旦
国
は
周
武
王
魂
武
帝
仝
昌
天
子
宗
太
子
徽
宗
王
の
た
め
に
た
び
〈
仏
法
は

ろ
ば
さ
れ
て
諸
寺
請
山
み
な
荒
廃
の
地
と
な
り
た
り
、
⑦
壁
林
寺
玉
泉
寺
は
住
侶
み
な
逃
散
し
天
台
山
五
台
山
は
門
人
こ
と
ん
く
1
く
に
離
山

す
、
⑧
成
陽
官
は
楚
項
羽
に
や
か
れ
長
安
宮
は
大
金
国
に
と
ら
れ
て
名
所
を
の
く
な
き
が
ど
と
し
、
⑨
吾
朝
の
こ
と
は
み
な
人
の
し
り
た
ま
へ

る
こ
と
な
れ
ば
串
に
お
よ
び
侍
ら
ね
ど
も
一
の
せ
う
を
い
だ
し
侍
べ
し
、
⑲
皇
極
天
皇
の
新
羅
国
せ
め
に
む
か
ひ
け
る
時
備
中
下
つ
道
の
郡
に

一
の
里
あ
り
、
㊥
兵
を
め
す
に
二
万
人
た
て
ま
つ
れ
り
、
⑲
こ
の
ゆ
へ
に
二
万
郷
と
な
づ
く
、
⑬
そ
の
～
ち
吉
備
大
臣
夷
備
在
国
の
時
二
万
の
人

あ
り
し
と
こ
ろ
□
り
と
て
か
ぞ
へ
け
れ
ば
わ
づ
か
に
千
七
百
人
ぞ
侍
け
る
、
（
略
）
　
（
五
オ
～
六
オ
）
　
（
文
番
号
、
句
点
、
濁
点
は
私
に
付
し
た
。
以
下

同じ。）

賃
料
工
の
文
を
内
容
的
に
見
る
時
、
幾
種
類
か
に
分
か
れ
る
。
労
⑲
文
以
降
は
過
去
の
事
跡
を
叙
事
的
に
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
り
説
話
と
し
て



（3）

扱
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
D
そ
れ
に
対
し
て
第
⑨
文
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
説
明
の
み
で
あ
り
説
話
と
し
て
の
文
章
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
。
従
来
の

言
い
方
に
従
い
説
経
と
扱
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。

最
明
寺
本
宝
物
集
で
は
「
候
ふ
」
を
用
い
て
い
な
い
の
で
法
華
百
座
間
書
抄
の
如
き
端
的
な
言
語
徽
標
が
な
く
、
ま
た
過
去
の
具
体
的
事
跡
を
同

（4）

様
に
述
べ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
叙
述
形
式
か
ら
説
話
と
し
て
扱
う
も
の
と
説
経
と
し
て
扱
う
も
の
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
説

経
の
中
を
細
か
く
見
る
と
、
例
え
ば
第
①
文
、
第
⑨
文
は
具
体
的
に
経
を
説
く
も
の
で
は
な
く
し
て
聴
衆
に
対
し
て
今
か
ら
語
る
内
容
を
告
示
し

て
い
る
部
分
で
あ
る
。
段
落
の
切
れ
目
に
お
い
て
次
の
段
落
の
内
容
を
予
告
し
て
話
全
体
の
中
で
展
開
の
役
目
を
果
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
次
の
如
き
も
の
も
あ
る
。

資
料
Ⅱ

①
こ
ゝ
を
も
て
南
都
東
大
寺
禅
林
の
永
観
律
師
は
人
木
石
に
あ
ら
ず
こ
の
め
ば
お
の
づ
か
ら
発
心
す
と
は
申
た
る
な
り
、
②
は
や
く
道
心
を
こ

の
み
て
す
み
や
か
に
名
利
を
は
な
る
べ
き
な
り
、
③
∵
念
菩
提
心
を
発
功
徳
百
千
の
塔
を
つ
く
る
に
す
ぐ
れ
た
り
、
④
い
は
ん
や
な
が
く
道
心

を
お
こ
し
て
仏
道
を
も
と
め
む
人
を
や
（
一
オ
）

右
の
文
例
の
う
ち
第
②
文
は
前
の
部
分
の
段
落
を
受
け
て
直
接
に
信
仰
を
勧
奨
し
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
経
を
説
く
も
の
で
は
な
く
聴
衆
に
対

し
て
発
す
る
語
り
手
自
身
の
考
え
で
あ
り
、
意
図
表
明
の
言
葉
で
あ
る
。
巻
四
全
体
を
通
じ
て
こ
の
種
の
文
は
多
出
し
、
そ
れ
が
右
の
如
く
類
型

的
に
い
く
つ
か
の
文
章
構
成
上
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
説
経
の
中
に
お
い
て
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

法
華
百
座
間
書
抄
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、

（郡）

○
此
品
二
来
意
、
尺
名
、

人
文
伴
尺
、
又
ア
マ
タ
ノ
科
断
マ
シ
マ
ス
海
風
例
御
講
習
当
ヨ
引
モ
ー
芝
－
司
三
－
引
当
司
笥
寄
廿
八
品
ノ

（
判
詔
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
段
）

中
ニ
ハ
此
品
ス
ク
レ
ク
マ

十

二

㌦

　

∴

・

．

∵

＼

∴

、

∴

　

　

－

、

∴

・

・

・

‥

‥

・

∴

㍉

サ
セ
オ
ハ
シ
マ
シ
ヌ

へ
キ
コ
ト
ナ
リ
。

（
オ
3
1
1
～
3
1
4
・
実
数
房
〓
『
法
華
百
座
間
書
抄
総
索
引
』
小
林
芳
規
編
に
よ
る
。
傍
線
筆
者
）

の
傍
線
部
分
の
如
く
相
似
た
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
全
体
的
に
経
の
内
容
を
説
明
す
る
中
に
あ
る
こ
と
は
宝
物
集
と
異
る
も

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体
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の
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
大
輔
得
業
の
如
く
「
今
日
ハ
勘
沓
品
ノ
講
セ
ラ
レ
ク
マ
フ
へ
キ
ナ
リ
」
（
オ
聖
と
い
う
語
り
始
め
を
持
つ
日
も
あ
れ

ば
、
他
の
日
に
は
仝
く
そ
の
類
の
言
い
方
を
し
な
い
と
い
う
講
者
も
あ
る
。
内
親
王
殿
下
へ
の
称
讃
も
経
に
関
連
さ
せ
て
い
る
如
く
に
認
め
ら
れ

る
。
法
華
百
座
間
書
抄
で
は
、
次
の
段
落
の
予
告
、
直
接
信
仰
を
勧
奨
す
る
こ
と
ば
は
一
人
の
講
者
に
お
い
て
も
一
定
し
て
用
い
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
そ
の
凰
い
方
も
経
を
説
く
一
部
分
と
し
て
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
点
の
特
徴
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、

今
は
最
明
寺
本
宝
物
集
に
お
い
て
は
説
経
が
二
分
類
さ
れ
、
そ
れ
は
法
華
百
座
間
書
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
事
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め

る
。今

、
こ
れ
ら
を
「
説
話
」
「
説
経
工
（
経
を
説
い
て
い
る
部
分
）
」
「
説
経
Ⅱ
（
語
り
手
自
身
の
意
図
表
明
の
部
分
）
」
と
呼
べ
ば
、
説
経
Ⅱ
に
よ
っ
て

段
落
を
ま
と
め
、
ま
た
展
開
さ
せ
て
長
い
内
容
を
段
落
の
積
み
重
ね
と
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
文
章
構
成
の
し
か
た
が
聞
書
の
法
華

百
座
間
書
抄
と
は
異
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
は
、
説
経
工
四
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
説
経
Ⅱ
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
説
話
四
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
法
華
百
座
間

書
抄
が
説
経
四
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
説
話
五
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
比
し
て
説
経
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

h
、
言
語
的
特
徴
に
つ
い
て

こ
れ
ら
二
種
三
類
の
文
章
が
ど
の
よ
う
な
言
語
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
敬
語
に
つ
い
て
主
な
も
の
を
見
る
。

丁
寧
・
謙
譲
語
の
う
ち
で
は
「
侍
り
」
が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
候
ふ
」
は
巻
四
に
は
一
例
も
な
く
「
侍
り
」
専
用
で
あ
る
。
動
詞
一
〇
例
、
補

助
動
詞
五
四
例
を
数
え
る
。
両
者
合
計
し
た
う
ち
わ
け
は
説
経
工
一
七
例
、
説
経
Ⅱ
二
七
例
、
説
話
二
〇
例
で
あ
る
。
言
語
量
に
比
し
て
説
経
Ⅱ

に
お
け
る
多
用
が
顕
著
で
あ
る
。
資
料
工
・
Ⅱ
に
も
あ
る
如
く
説
経
Ⅱ
は
一
～
二
行
程
度
の
も
の
が
多
く
、
全
体
で
は
三
八
箇
所
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
半
数
以
上
の
二
一
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
聴
衆
に
対
す
る
説
経
者
の
直
接
的
謙
譲
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
用
法
も
　
「
侍
め
り
」
1
0
／
1
3
　
（
全
巻
用
例
一
三
例
申
一
〇
例
、
以
下
同
じ
）
、
「
申
侍
べ
し
」
7
／
7
、
「
侍
な
り
」
3
／
4
と
説
経
の
典
拠
を
示
し

た
り
、
次
に
述
べ
る
内
容
を
告
示
す
る
文
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
説
話
に
お
い
て
は
「
侍
け
り
」
1
0
／
1
4
で
あ
り
、
「
け
り
」
を
基
調



と
す
る
説
話
の
文
体
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

次
に
「
申
す
」
に
つ
い
て
み
る
。
動
詞
は
説
経
工
一
七
例
、
説
経
Ⅱ
二
一
例
、
説
話
二
三
例
で
あ
り
、
や
は
り
言
語
量
に
対
し
て
説
経
Ⅱ
に
お

け
る
多
用
が
注
目
さ
れ
る
。
「
申
侍
な
り
」
2
／
4
、
「
申
侍
べ
し
」
7
／
7
等
の
「
侍
り
」
と
の
共
用
の
他
に
「
少
々
を
申
べ
し
（
一
二
オ
）
」
等

の
「
申
べ
し
」
が
7
／
8
と
多
く
、
次
に
述
べ
る
内
容
を
告
示
す
る
場
合
に
集
中
す
る
。
説
経
工
で
は
、

○
第
一
に
道
心
を
お
こ
し
て
出
家
遁
世
し
て
仏
道
を
も
と
む
べ
L
と
朝
刷
た
し
か
の
往
生
の
因
な
り
（
一
オ
）

の
如
く
「
申
は
」
が
5
／
7
と
多
く
説
明
文
の
冒
頭
に
お
け
る
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
説
話
で
は
「
申
け
り
」
7
／
7
、
終
止
形
5
／
5

と
「
侍
け
り
」
と
同
様
に
説
話
の
文
体
的
特
徴
を
見
せ
る
。

一
方
の
尊
敬
表
現
で
は
「
給
ふ
」
に
つ
い
て
見
る
。
動
詞
は
一
例
の
み
で
あ
り
、
補
助
動
詞
は
説
経
－
四
五
例
、
説
経
Ⅱ
一
八
例
、
説
話
七
二

例
で
あ
る
。
用
例
数
は
「
侍
り
」
「
申
す
」
に
比
し
て
言
語
量
に
比
例
的
で
あ
る
が
、
用
法
に
は
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
。
説
経
工
で
は
「
給
は
ず
」

7
／
9
、
終
止
形
1
6
／
2
6
と
約
半
数
は
二
種
の
用
法
で
占
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
過
去
の
事
跡
等
を
説
明
的
に
述
べ
る
場
合
の
特
徴
で
あ
る
。
説

経
Ⅱ
で
は
、

○
は
や
く
四
馬
の
た
と
ひ
を
お
も
ひ
て
と
く
三
車
に
の
り
給
べ
き
な
り
（
一
八
オ
）

の
如
く
、
「
姶
べ
き
な
り
」
9
／
9
、
「
給
べ
し
」
3
／
6
等
聴
衆
に
向
け
て
の
信
仰
勧
奨
部
分
に
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
説
話
で
の
用
法
が
最

も
多
岐
に
亘
る
が
、
う
ち
で
「
姶
け
り
」
が
1
3
／
1
4
と
ま
と
ま
っ
て
お
り
「
侍
り
」
「
申
す
」
等
で
見
ら
れ
た
と
同
傾
向
の
偏
り
を
見
せ
て
い
る
。

係
結
法
に
お
い
て
は
「
こ
そ
」
の
使
用
は
説
経
工
○
例
、
説
経
Ⅱ
三
例
、
説
話
〓
例
、
「
ぞ
」
の
使
用
は
説
経
I
〓
例
、
説
経
Ⅱ
四
例
、

説
話
二
二
例
で
あ
る
。
全
般
的
に
「
ぞ
」
の
使
用
が
多
い
の
で
は
あ
る
が
説
経
－
に
お
い
て
「
こ
そ
」
の
用
例
が
な
く
「
ぞ
」
の
用
例
が
〓
例

あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

助
動
詞
は
過
去
の
助
動
詞
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
偏
り
を
見
せ
る
。
「
け
り
」
は
説
経
－
一
九
例
、
説
経
Ⅱ
○
例
、
説
話
一
一
七
例
で
あ
り
、

専
ら
説
話
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
説
経
Ⅱ
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
「
き
」
に
お
い
て
は
こ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体
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一
二
四

説
経
工
三
二
例
、
説
経
甘
二
二
例
、
説
話
三
九
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
説
経
工
で
は
二
二
例
が
連
体
形
の
も
の
で
あ
り
、
尊
者
達
の
過
去
の
事
跡
を

列
挙
す
る
箇
所
等
に
多
用
さ
れ
て
い
る
。

過
去
の
助
動
詞
と
は
逆
に
、
説
経
の
方
の
使
用
数
が
多
い
も
の
も
あ
る
。
「
な
り
」
は
説
経
－
六
五
例
、
説
経
Ⅱ
三
一
例
、
説
話
七
五
例
で
あ

る
。
説
経
工
で
は
終
止
形
と
な
る
場
合
に
先
掲
「
往
生
の
因
な
り
」
の
如
く
「
体
言
＋
な
り
」
が
2
4
／
3
5
、
ま
た
「
連
体
形
＋
な
り
」
1
5
／
4
5
と

な
っ
て
お
り
指
定
表
現
に
特
徴
が
あ
る
。
説
経
Ⅱ
に
お
い
て
は
終
止
形
で
用
い
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
「
連
体
形
＋
な
り
」
が
1
8
／
4
5
で
あ
る
。
そ

れ
は
す
べ
て
資
料
Ⅱ
第
②
文
の
如
く
「
べ
き
な
り
」
　
で
あ
り
、
聴
衆
に
信
仰
を
勧
奨
す
る
文
体
の
特
徴
的
な
一
面
を
形
成
し
て
い
る
。
説
話
に
用

い
ら
れ
る
終
止
形
の
う
ち
8
／
5
5
は
会
話
中
の
系
図
的
説
明
部
分
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
べ
し
」
は
説
経
I
二
四
例
、
説
経
Ⅱ
三
五
例
、
説
話
一
九
例
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
説
経
Ⅱ
に
お
け
る
多
用
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ
の
用
法
は

「
申
侍
べ
し
」
7
／
7
、
「
申
べ
し
」
7
／
8
、
「
べ
き
な
り
」
1
8
／
2
5
で
あ
り
、
特
徴
は
上
接
・
下
接
語
の
箇
所
で
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。

「
め
り
」
は
説
経
工
五
例
、
説
経
Ⅱ
一
二
例
、
説
話
〓
例
で
あ
る
が
、
説
経
Ⅱ
で
は
一
〇
例
が
「
侍
め
り
」
で
あ
り
先
述
の
如
く
特
徴
的
で

あ
る
。以

上
主
と
し
て
文
末
部
分
に
お
け
る
諸
特
徴
を
見
た
。
文
末
部
以
外
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
見
ら
れ
る
。
説
経
I
で
は
例
え
ば
次
の
如
く
で

あ
る
。

○
心
は
野
鳥
の
ど
と
し
、
し
づ
め
て
道
心
を
お
こ
せ
、
た
ま
し
ひ
は
猿
猿
に
に
た
り
、
な
づ
け
て
仏
道
を
求
め
よ
、
煩
悩
は
家
の
い
ぬ
、
う
て
ど

も
さ
る
こ
と
な
く
、
菩
提
は
山
の
か
せ
ぎ
、
つ
な
げ
ど
も
と
ゞ
ま
り
が
た
し
、
猪
金
山
を
す
り
か
ぜ
求
涯
を
ま
す
が
ど
と
く
こ
の
み
て
道
心
を

お
こ
す
べ
き
な
り
（
一
オ
）

比
況
法
、
対
句
法
を
駈
使
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
資
料
Ⅱ
第
④
文
の
如
く
反
語
法
も
多
出
す
る
。
一
－
三
例
示
す
る
。

○
ま
し
て
大
悲
心
を
お
こ
し
て
出
家
遁
世
せ
む
も
の
浄
土
に
往
生
せ
む
こ
と
あ
に
う
た
が
ひ
あ
ら
む
や
（
二
〇
オ
）

二
二
ご

○
極
楽
に
往
生
す
る
人
た
れ
か
観
音
の
来
迎
を
は
れ
た
る
は
あ
る
（
二
七
ウ
）



更
に
倒
置
法
で
は
、

○
お
ろ
か
な
る
か
な
や
、
菩
提
の
善
友
に
お
ろ
そ
か
に
し
て
煩
悩
の
悪
縁
に
し
た
し
め
る
、
あ
は
れ
な
る
か
な
や
、
う
け
が
た
き
人
身
を
う
け
て

あ
ひ
が
た
き
仏
法
を
修
行
せ
ざ
る
（
四
オ
）

○
た
の
も
し
き
か
な
や
、
阿
防
羅
剃
の
か
た
き
火
の
車
を
で
し
て
か
ら
め
と
ら
む
と
せ
ん
と
き
大
聖
明
王
智
恵
の
鋭
□
ふ
り
て
ふ
せ
ぎ
拾
は
む
こ

と
を
（
三
四
オ
）

等
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
修
辞
的
技
巧
は
す
べ
て
説
経
工
に
お
い
て
見
ら
れ
、
効
果
的
説
経
を
配
慮
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
は
文
語
的
修
辞
法
で
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

説
経
Ⅱ
で
は
冒
頭
部
分
の
表
現
に
類
型
化
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
先
掲
の
資
料
Ⅱ
第
②
文
、
ま
た
一
八
オ
の
例
文
の
如
く
「
は
や
く
…

…
べ
き
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
全
九
例
を
数
え
る
。
ま
た
、

○
ま
こ
と
に
た
れ
も
善
に
は
も
の
う
く
悪
に
は
す
ゝ
め
る
こ
と
に
て
ぞ
侍
め
る
（
四
オ
）

の
如
く
「
ま
こ
と
に
…
・
‥
」
の
形
式
の
も
の
も
あ
る
。
全
四
例
を
数
え
る
。
い
ず
れ
も
信
仰
勧
奨
の
部
分
に
用
い
て
お
り
、
一
見
単
調
と
も
思
え

る
繰
り
返
し
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
単
な
る
繰
り
返
も
で
は
な
く
、
度
々
反
復
す
る
こ
と
に
よ
る
勧
奨
の
効
果
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

説
話
部
分
に
つ
い
て
も
説
経
の
類
と
は
異
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
説
話
の
冒
頭
の
形
式
で
あ
っ
て
、
よ
く
整
っ
て
い
る
様
子
が
見

ら
れ
る
。
試
み
に
出
現
順
に
挙
げ
て
み
る
。

①
皇
極
天
皇
の
新
羅
国
せ
め
に
む
か
ひ
給
け
る
時
、
（
五
ウ
）

②
藤
原
家
経
が
後
冷
泉
院
御
時
の
大
嘗
会
の
主
基
の
方
の
歌
に
よ
め
る
は
、
（
六
オ
）

③
六
条
新
院
（
略
）
　
こ
れ
も
う
ち
つ
ゞ
き
六
七
月
ば
か
り
に
う
せ
さ
せ
給
に
き
（
九
オ
）

④
仏
た
と
ひ
を
も
て
を
L
へ
て
の
た
ま
は
く
（
一
〇
ウ
）

⑤
善
無
畏
三
蔵
は
摩
謁
陀
国
の
王
な
り
二
一
ウ
）

音
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体
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⑥
寛
□
法
口
は
出
家
遁
世
し
て
、
（
一
二
オ
）

⑦
顕
信
の
属
入
道
の
つ
か
ま
つ
り
人
出
家
の
後
や
～
ほ
ど
へ
て
二
四
オ
）

⑧
仏
、
祇
直
精
舎
に
お
は
し
ま
し
ゝ
時
、
（
一
八
オ
）

一
二
六

⑨
昔
、
七
度
還
俗
し
た
る
物
あ
り
き
、
二
九
ウ
）

以
上
は
前
半
部
分
の
み
で
あ
る
が
、
時
を
告
知
し
て
説
話
に
入
る
も
の
①
⑧
⑨
、
中
心
人
物
の
名
前
を
出
し
て
説
話
に
入
る
も
の
②
③
④
⑤
⑥
⑦

等
い
ず
れ
も
整
っ
た
説
話
の
冒
頭
形
式
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
半
部
分
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
顕
著
に
現
わ
れ
た
事
象
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
二
種
三
類
の
文
章
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
か
な
り
明
確
に
な
っ
た
と
考
え

る
。
最
明
寺
本
に
限
っ
て
い
え
ば
、
大
き
な
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
き
説
経
Ⅱ
を
節
と
し
て
内
容
を
ま
と
め
て
信
仰
を
勧
奨
し
、
ま
た
展
開
の
予
告

を
し
て
聴
衆
を
導
き
な
が
ら
説
経
工
を
組
み
合
せ
、
具
体
的
事
例
と
し
て
説
話
を
挿
入
す
る
と
い
う
文
章
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
文
体
的
特
徴
も
一
々
言
語
的
に
指
摘
し
う
る
だ
け
の
固
定
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（5）

C
、
第
七
類
本
富
抄
本
の
他
本
に
つ
い
て

鎌
倉
時
代
ま
で
に
書
写
さ
れ
た
古
抄
本
は
最
明
寺
本
の
他
に
同
じ
第
七
類
本
系
の
光
長
寺
本
（
巻
こ
、
本
能
寺
本
（
巻
三
）
　
の
二
本
と
、
康
瀬

自
筆
と
言
わ
れ
て
い
る
書
陵
部
本
と
が
現
存
す
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
如
く
本
稿
の
扱
お
う
と
す
る
部
分
は
説
経
の
場
に
お
け
る
箇
所
で
あ
り
、

光
長
寺
本
は
そ
の
範
囲
に
入
ら
な
い
の
で
割
愛
す
る
。
本
能
寺
本
は
例
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

資
料
Ⅱ

0
①
第
一
に
愛
別
離
苦
と
申
は
別
を
お
し
む
を
申
侍
る
な
り
、
②
こ
れ
も
浅
き
よ
り
深
く
申
べ
き
也
、
③
大
庚
嶺
の
梅
霞
に
か
は
り
金
谷
園
の
桜

風
に
に
は
ふ
春
も
く
れ
ぬ
れ
ば
別
を
お
し
む
人
お
は
く
侍
る
め
り
、
（
一
ウ
）

「
一
，
一
、
）

⇔
①
人
の
心
如
此
し
て
一
に
あ
ら
ず
、
⑧
か
る
が
ゆ
へ
に
十
二
の
門
を
た
て
申
侍
つ
る
な
ん
、
③
い
づ
れ
に
て
も
こ
1
ろ
の
ひ
か
ん
方
を
つ
と
め

給
は
ゞ
み
な
仏
道
に
い
た
る
み
ち
な
れ
ば
と
く
仏
に
な
り
給
ふ
べ
し
、
④
能
々
信
を
い
た
し
て
つ
と
め
お
こ
な
ひ
た
ま
ふ
べ
し
、
（
二
七
オ
）



臼
①
年
ふ
れ
ど
人
も
は
ら
は
ぬ
庭
の
面
に
幾
重
木
の
葉
の
散
り
つ
も
る
ら
ん
、
②
こ
ゝ
を
も
て
観
世
音
菩
薩
は
一
切
衆
生
の
ね
が
ひ
を
み
て
窮
な

る
物
を
あ
は
れ
み
す
く
は
ん
が
た
め
に
菩
薩
の
行
を
□
お
こ
し
給
な
り
、
③
そ
の
因
縁
を
ろ
！
1
申
侍
る
べ
し
、
④
昔
一
人
の
梵
士
あ
り
き
、

⑤
其
名
を
長
那
と
い
ひ
き
、
⑥
其
妻
を
ま
や
し
ら
女
と
い
ふ
、
（
一
九
オ
）

第
0
例
は
巻
三
冒
頭
で
あ
り
、
欝
0
例
と
共
に
説
経
の
部
分
で
あ
る
。
中
で
、
0
－
②
、
臼
1
④
は
先
に
説
経
Ⅱ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は

説
経
の
展
開
を
、
後
者
は
直
接
的
信
仰
勧
奨
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
日
例
で
は
①
②
と
続
い
た
説
経
の
内
容
を
④
以
下
の
説
話
に
お
い
て

具
体
的
に
述
べ
る
た
め
の
展
開
告
示
と
し
て
③
の
説
経
Ⅱ
を
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
能
寺
本
で
は
内
容
と
の
関
り
か
ら
説
経
Ⅱ
と
し
て
は

展
開
告
示
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
文
章
構
成
及
び
文
体
的
特
徴
は
最
明
寺
本
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の

こ
と
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
古
抄
本
の
う
ち
第
七
類
本
の
特
徴
に
つ
い
て
は
最
明
寺
本
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
害
陵
部
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体

a
、
文
章
構
成
に
つ
い
て

書
陵
部
本
宝
物
集
は
説
経
、
説
話
の
所
収
数
が
少
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
内
容
は
第
七
類
本
と
等
し
く
、
巻
立
て
は
し
て
い
な
い
が

現
存
本
は
第
七
類
本
の
巻
一
中
途
か
ら
巻
五
中
途
の
部
分
に
当
る
。
最
明
寺
本
と
一
致
す
る
巻
四
部
分
を
見
る
と
二
つ
の
点
に
お
い
て
特
徴
的
で

あ
る
。ま

ず
内
容
か
ら
目
を
向
け
る
と
後
半
に
お
い
て
第
七
類
本
と
の
対
応
が
異
る
。
前
半
「
第
一
二
道
心
ヲ
発
シ
テ
…
…
」
は
第
七
類
本
と
は
ぽ
一

致
す
る
内
容
を
持
ち
、
説
経
・
説
話
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
後
半
「
第
二
二
誓
願
ヲ
オ
コ
シ
テ
…
…
」
は
第
七
類
本
の
同
箇
所
と
は

全
く
一
致
せ
ず
し
か
も
説
話
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
本
能
寺
本
（
肇
ニ
）
を
見
る
に
第
七
類
本
で
は
こ
の
部
分
は
第
五
門
と
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
書
陵
部
本
は
第
五
門
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
が
、
同
様
に
準
二
相
当
部
分
を
見
る
と
「
二
ニ
ハ
仏
ニ
ナ
ラ
ム
ト
イ
フ
願
ヲ
オ
コ
シ
」
「
五
こ

ハ
三
宝
二
帰
依
シ
」
と
あ
り
第
七
類
本
と
は
入
れ
替
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体
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特
徴
点
の
第
二
は
言
語
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
文
意
の
不
明
瞭
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
二
八

○
（
六
五
四
行
）
苛
心
之
功
徳
ハ
量
カ
タ
シ
、
若
恒
河
沙
ノ
カ
ス
ノ
彿
ヲ
ツ
ク
リ
テ
須
弥
山
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
堂
ヲ
作
テ
ス
エ
タ
テ
マ
ツ
リ
タ
ラ
ム
功

ー
　
⑤

徳
卜
道
心
ヲ
ヲ
コ
シ
タ
ラ
ム
功
徳
十
六
分
二
不
及
ト
侍
メ
リ

文
脈
で
は
あ
た
か
も
二
つ
の
功
徳
が
菩
提
心
の
功
徳
に
及
ば
な
い
と
い
う
如
く
で
あ
る
が
、
「
一
念
発
起
菩
提
心
勝
於
造
立
百
千
塔
」
の
説
明
部

分
と
し
て
は
内
容
が
合
わ
な
い
。a

○
（
六
六
〇
行
）
秘
密
蔵
経
ニ
ハ
　
菩
提
心
ヨ
ク
重
之
十
悪
ヲ
ノ
ソ
ク
況
ヤ
第
二
第
三
第
四
ヲ
ヤ
ト
侍
メ
レ
バ

最
明
寺
本
に
「
は
じ
め
の
菩
提
心
」
と
あ
る
如
く
「
況
ヤ
」
の
前
提
と
な
る
語
が
a
の
部
分
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
脱
落
し
て
い
る
。
ま
た
、

○
（
八
一
二
行
）
カ
タ
野
⇒
御
喝
利
男
、
ヲ
モ
イ
＼
テ
ラ
レ
テ

の
如
く
動
詞
に
続
く
べ
き
助
詞
を
持
ち
な
が
ら
名
詞
に
つ
づ
く
も
の
も
あ
る
。
他
に
、

○
（
八
三
五
行
）
卸
家
ノ
ハ
ム
シ
ャ
ウ
給
へ
ル
コ
ト
ヲ
カ
タ
リ
申
テ
ィ
ワ
ク
御
ア

の
如
く
直
接
話
法
の
形
式
の
中
に
間
接
話
法
の
表
現
を
入
れ
る
も
の
、

ニ
ヲ
ト
、
男
女
十
一
人
御
ア
リ
サ
マ
ヲ
申
キ

○
（
八
八
三
行
）
我
一
人
シ
テ
ウ
ケ
ム
ト
イ
ウ
願
ヲ
発
シ
ク
リ
シ
カ
バ
カ
ル
ガ
ユ
へ
こ

の
如
く
接
続
助
詞
に
続
け
て
接
続
詞
を
用
い
て
い
る
も
の
等
も
あ
る
。
こ
の
他
、

○
（
六
六
七
行
）
長
徳
元
年
之
比
ノ
事
ナ
ム
ト
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
外
ア
サ
マ
シ
ク
ヨ

（6）

と
係
結
び
が
乱
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
文
の
不
整
事
象
の
類
は
、
先
に
小
林
芳
規
博
士
の
指
摘
が
あ
る
如
く
、
口
語
的
文
章

の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
最
明
寺
本
を
は
じ
め
と
し
て
算
七
類
本
の
古
抄
本
で
は
見
当
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
書
陵
部
本
の
性
格
を

見
る
上
で
大
き
な
特
徴
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
書
陵
部
本
も
次
の
如
く
説
経
を
展
開
す
る
。

資
料
Ⅳ



H
へ
七
八
二
打
）
①
安
元
二
年
ナ
ム
ド
モ
チ
カ
ウ
ハ
ア
サ
マ
シ
ク
コ
、
ロ
ウ
ク
侍
リ
シ
ト
シ
ゾ
カ
シ
、
②
六
条
新
院
六
月
ニ
ウ
セ
給
、
③
高
松
之

院
同
月
、
④
建
春
門
之
院
七
月
、
⑤
九
条
之
院
八
月
、
⑥
高
人
力
ク
ウ
チ
ッ
、
キ
カ
ク
レ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
タ
ル
コ
ト
ア
サ
マ
シ
キ
コ
ト
ニ
侍
ズ

ヤ
、
⑦
メ
ノ
マ
へ
ニ
侍
シ
事
ナ
レ
バ
コ
マ
カ
ニ
ハ
申
侍
ジ
、
⑧
コ
ノ
コ
ロ
ノ
賀
茂
神
主
重
保
年
来
建
春
門
院
ニ
マ
イ
リ
ツ
カ
マ
ツ
リ
ケ
ル
ガ
マ

イ
リ
テ
ミ
ケ
ル
ニ
（
略
）

臼
（
八
五
六
行
）
①
軍
三
誓
願
ヲ
オ
コ
シ
テ
仏
ニ
ナ
ル
ベ
シ
ト
申
ハ
三
世
諸
彿
之
正
覚
ヲ
ナ
リ
給
コ
ト
ハ
ミ
ナ
四
弘
誓
願
ニ
ヨ
ル
ナ
リ
、
②
又
．

彿
ニ
ヲ
ノ
〈
誓
願
ア
リ
、
（
略
）
十
重
枇
婆
沙
論
ニ
ハ
二
切
諸
彿
ハ
願
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
生
セ
ズ
ト
ハ
侍
ル
ゾ
カ
シ
、
④
誓
願
カ
ナ
ラ
ズ
成
熟
ス
、

⑤
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
天
上
之
位
二
登
リ
テ
十
方
之
衆
生
ヲ
ミ
チ
ビ
カ
ム
ト
イ
フ
誓
願
ヲ
ヲ
コ
シ
給
ベ
キ
ナ
リ
、
⑥
昔
シ
披
羅
国
ノ
皇
子
ア
リ
キ
、
⑦

名
ヲ
バ
大
施
太
子
ト
申
キ
、

第
0
例
で
は
①
の
説
経
Ⅱ
に
導
か
れ
て
②
～
⑥
の
説
経
I
（
先
人
の
事
跡
の
列
挙
）
が
続
き
、
説
経
Ⅱ
⑦
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
更
に
⑧
か
ら

説
話
が
続
く
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
第
日
例
は
巻
四
相
当
部
分
後
半
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
説
経
I
①
～
④
に
続
い
て
説
経
Ⅱ
⑤
で
信
仰
を
勧
奨
し
、

⑥
よ
り
説
話
が
始
ま
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
前
半
・
後
半
と
も
に
最
明
寺
本
と
同
様
に
二
種
三
類
の
文
章
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合

は
説
経
I
五
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
説
経
Ⅱ
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
説
話
四
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
、
前
半
で
は
説
話
は
三
〇
二

パ
ー
セ
ン
ト
し
か
な
く
説
経
が
中
心
を
占
め
後
半
で
は
逆
に
説
経
が
二
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
説
話
が
中
心
を
占
め
て
い
る
。
最
明
寺
本
と
比
較

し
て
は
説
経
Ⅱ
の
割
合
が
や
や
少
く
、
八
箇
所
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

b
、
言
語
的
特
徴
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
が
言
語
的
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
最
明
寺
本
と
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
く
。

ま
ず
、
「
侍
り
」
は
説
経
I
二
四
例
（
用
例
は
動
詞
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
、
説
経
Ⅱ
九
例
、
説
話
四
例
で
あ
る
。
説
経
I
で
は
「
侍
め
り
」
8
／

8
、
「
侍
べ
し
」
3
／
3
、
「
侍
り
」
4
／
7
等
が
注
目
さ
れ
る
。
説
経
Ⅱ
で
は
「
侍
り
」
3
／
7
、
説
話
で
は
「
侍
け
り
」
2
／
3
等
が
複
数
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
侍
め
り
」
「
侍
べ
し
」
は
最
明
寺
本
で
は
説
経
Ⅱ
に
集
中
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
こ
の
点
大
き
く
異
る
。
な
ぜ
こ

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

の
よ
う
な
異
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
陵
部
本
で
は
例
え
ば
説
経
T
⊥
の
中
で
、

○
（
六
三
五
行
）
禅
林
寺
ノ
永
観
ハ
、
ヒ
ト
木
石
ニ
ア
一
ア
ズ
（
略
）
ト
ゾ
ヲ
シ
へ
テ
伺
刃
勅
、
コ
ノ
ム
テ
モ
！
～
ヲ
コ
ス
ベ
キ
ハ
道
心
也
、

○
（
六
三
九
行
）
一
念
発
起
苛
心
勝
於
造
立
百
千
塔
ト
申
テ
伺
刃
叫
バ
道
心
ヲ
オ
コ
シ
タ
ラ
ム
功
徳
ハ
カ
リ
ナ
ク
侍
ベ
シ
、
タ
ト
へ
バ
書
見
薬
王

ノ
　
（
略
）

の
如
く
典
拠
の
あ
る
文
言
等
を
述
べ
る
時
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
は
最
明
寺
本
で
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
は
、

〇
一
念
菩
提
心
を
発
功
徳
百
千
の
塔
を
つ
く
る
に
す
ぐ
れ
た
り
、
（
略
）
仏
華
厳
経
の
中
に
お
は
く
切
喩
を
も
て
菩
提
心
の
功
徳
を
ば
は
め
給
て

矧
刻
軸
、
た
と
へ
ば
善
見
薬
王
の
　
（
略
）
　
（
二
オ
）

書
陵
部
本
は
単
に
文
言
を
引
用
し
て
説
経
に
典
拠
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
が
・
、
最
明
寺
本
で
は
文
言
引
用
の
後
に
そ
れ
を
解
説
す
る
部
分
が
あ
り

そ
れ
に
続
け
て
別
に
典
拠
と
例
示
に
移
る
旨
の
告
示
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
侍
め
り
」
の
用
法
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
書
陵
部
本
は
説

経
T
⊥
に
含
ま
れ
、
最
明
寺
本
は
そ
れ
を
析
出
し
て
説
経
Ⅱ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
者
の
例
に
対
応
す
る
部
分
に
は
「
侍
め
り
」
は
用
い
て
い
な
い
。

○
南
都
東
大
寺
禅
林
の
永
観
律
師
は
人
木
石
に
あ
ら
ず
（
略
）
と
は
申
た
る
な
り
、

な
り
、
　
（
一
ウ
）

は
や
く
道
心
を
こ
の
み
て
す
み
や
か
に
名
利
を
は
な
る
べ
き

注
目
さ
れ
る
の
は
永
観
律
師
云
々
の
次
の
文
で
あ
る
。
書
陵
部
本
は
経
を
説
く
形
で
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
最
明
寺
本
は
信
仰
の
勧
奨
の
形
を
と

る
。
南
本
の
問
の
説
経
部
分
の
特
性
が
こ
れ
ら
の
例
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
最
明
寺
本
で
は
説
経
Ⅱ
に
よ
る
信
仰
の
勧
奨
の
繰
り
返
し
、
ま
た

展
開
の
告
示
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
多
種
の
説
経
I
、
′
説
話
の
節
目
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
書
陵
部
本
で
は
そ
れ
ら
は
説
経
I
に
含
ま
れ

る
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。

○
（
六
八
九
行
）
出
家
シ
タ
ル
功
徳
各
申
矧
司
披
羅
門
酒
二
酔
テ
（
略
）

等
も
そ
の
好
例
で
あ
る
。
「
侍
べ
し
」
も
同
様
で
あ
る
。
書
陵
部
本
は
、
一
応
説
経
Ⅱ
と
い
う
文
章
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
方
で
は
最
明



寺
本
で
説
経
Ⅱ
と
し
て
い
る
箇
所
を
説
経
I
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
先
述
し
た
法
華
首
座
開
音
抄
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
例
の
如
く
接

（7）

続
表
現
と
な
っ
て
後
続
文
に
含
ま
れ
て
い
く
も
の
も
あ
り
、
口
語
的
側
面
も
看
過
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

係
結
び
は
説
経
T
⊥
に
「
コ
ソ
」
五
例
、
「
ゾ
」
六
例
、
説
経
Ⅱ
に
は
各
一
例
、
説
話
に
は
「
コ
ソ
」
二
例
、
「
ゾ
」
一
例
（
歌
）
　
の
み
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
係
結
び
も
説
経
工
に
集
中
し
て
お
り
、
最
明
寺
本
と
異
っ
て
係
結
び
を
多
用
す
る
強
調
表
現
が
よ
く
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

文
末
部
以
外
の
諸
特
徴
に
目
を
向
け
る
と
、
例
え
ば
説
経
I
で
は
、

○
（
六
三
二
行
）
発
ハ
宏
之
犬
ウ
チ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
苛
ハ
山
ノ
カ
セ
ギ
ツ
ナ
ゲ
ド
モ
ト
ヾ
マ
リ
ガ
タ
シ
、
コ
、
ロ
バ
野
鳥
ノ
ゴ
ト
シ
、
、
ヅ
メ

テ
道
心
ヲ
発
ベ
シ
、
猿
猿
ノ
ゴ
ト
シ
、
ナ
ヅ
ケ
テ
彿
遺
ヲ
モ
ト
ム
ベ
シ
、

と
あ
り
、
先
引
の
最
明
寺
本
の
同
箇
所
と
比
較
し
て
み
て
、
対
句
法
と
し
て
も
不
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
況
ヤ
第
二
第
三
第
四
ヲ

ヤ
」
等
は
見
ら
れ
る
が
、
他
に
反
語
・
倒
置
法
等
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
平
板
な
調
子
で
あ
る
。

説
経
Ⅱ
で
は
、

○
（
六
三
一
行
）
　
ハ
ヤ
ク
コ
ノ
オ
モ
ヒ
ヲ
ナ
シ
テ
道
心
ヲ
発
ス
ベ
シ

の
如
く
「
ハ
ヤ
ク
」
「
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
」
を
用
い
る
も
の
が
三
例
あ
る
。
説
話
で
は
人
物
名
で
始
ま
る
も
の
六
話
、
「
昔
シ
」
で
始
ま
る
も
の
一
例
と

一
応
の
冒
頭
の
形
式
は
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
最
明
寺
本
と
比
較
す
る
と
説
経
工
に
お
け
る
相
違
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴

を
考
え
て
み
る
に
、
先
述
し
た
如
く
書
陵
部
本
の
本
文
が
聞
き
書
き
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
明
寺
本
の
如

く
文
語
的
修
辞
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
文
章
が
複
雑
に
な
り
す
ぎ
却
っ
て
真
意
の
伝
達
を
難
し
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
平
板
な
文
章

で
真
意
の
よ
く
伝
達
さ
れ
る
も
の
が
、
よ
り
適
切
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
の
不
整
と
し
た
事
象
を
持
つ
文
章
的
性
格
は
他
の
文
体
に
も
関

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
陵
部
本
が
持
つ
文
の
不
整
事
象
等
の
口
頭
語
的
性
格
と
、
説
経
Ⅱ
の
存
立
状
況
が
不
明
確
で
法
華
百
座
間
書
抄
と
同
様
で
あ
る
こ
と
と
は
、

同
趣
の
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
と
説
話
の
冒
頭
が
整
っ
て
い
る
こ
と
と
は
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
に
も
見
ら
れ
る
如
く
相
容
れ

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体
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な
い
こ
と
で
は
な
い
。

巻
四
相
当
部
分
以
外
に
お
い
て
も
説
経
I
と
説
話
と
を
中
心
に
し
て
、
時
折
、

（

【

1

叫

1

し

○
（
四
八
一
行
）
　
モ
ロ
コ
シ
ニ
モ
カ
ヤ
ノ
コ
ト
侍
ナ
ム
メ
リ

○
（
六
石
行
）
　
コ
ノ
十
二
種
之
中
ニ
イ
ツ
レ
ニ
テ
モ
コ
、
ロ
ノ
ヒ
カ
ム
カ
タ
ヲ
ツ
ト
メ
給
ベ
シ

一
三
二

（
以
上
巻
三
相
当
部
分
）

等
、
説
経
Ⅱ
を
用
い
る
と
い
う
文
章
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
言
語
的
諸
特
徴
も
同
様
で
あ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

以
上
、
最
明
寺
本
宝
物
集
と
書
陵
部
本
宝
物
集
巻
四
部
分
と
の
双
方
に
お
い
て
、
文
章
構
成
と
文
体
と
に
つ
い
て
見
た
。
最
明
寺
本
で
は
二
種

三
類
の
文
章
が
認
め
ら
れ
、
特
に
類
型
的
と
も
見
ら
れ
る
説
経
Ⅱ
か
働
き
が
顔
著
で
あ
っ
た
。
文
体
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
見
ら
れ
、
説
経
I
l
の

文
語
的
修
辞
法
が
目
立
っ
た
。
一
方
、
書
陵
部
本
で
は
文
章
構
成
に
つ
い
て
は
二
種
三
類
の
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
説
経
Ⅱ
と
し
た
文

章
が
「
厄
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
的
に
説
経
Ⅱ
と
な
っ
て
然
る
べ
き
も
の
が
説
経
I
の
中
に
あ
る
場
合
が
少
か
ら
ず
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
法
華
百
座
開
署
抄
に
お
け
る
と
同
様
の
文
章
で
あ
り
、
口
語
的
言
語
事
象
と
共
に
聞
書
的
性
格
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

口
語
的
言
語
事
象
の
う
ち
文
の
不
整
と
し
た
六
五
四
行
・
六
六
〇
行
・
八
三
五
行
等
は
、
文
の
一
致
不
一
致
の
具
合
か
ら
し
て
例
え
ば
最
明
寺

本
の
如
き
文
語
文
に
基
づ
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

（8）

第
七
類
本
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
泉
弘
氏
は
二
九
〇
年
代
に
は
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。
書
陵
部
本
も
、
鎌
倉
初
頭

（9）

期
に
書
写
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
成
立
も
書
写
に
近
い
時
期
と
す
れ
ば
、
両
本
と
も
相
接
し
て
成
立
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も

あ
れ
、
言
語
的
事
象
を
中
心
に
考
え
て
み
れ
ば
、
一
巻
本
は
最
明
寺
本
の
如
き
本
文
を
持
つ
第
七
類
本
の
文
語
本
文
に
基
づ
い
て
説
経
し
た
も
の

（10）

を
聞
害
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
一
面
を
持
つ
の
で
あ
る
。



注T
）
　
『
古
抄
本
宝
物
集
』
（
角
川
書
店
）
所
収
写
真
に
よ
る
。

（
2
）
　
「
「
侍
り
」
と
「
候
フ
」
の
分
布
よ
り
見
た
「
法
華
首
座
聞
書
抄
」
の
文
体
」
（
『
佐
伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
』
所
収
〉

（
3
）
　
説
話
の
要
件
と
し
て
は
、
文
中
に
会
話
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
叙
事
的
に
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
っ

た
。
拙
稿
「
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
の
注
釈
の
諸
形
式
」
（
『
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
総
索
引
及
び
研
究
』
築
島
裕
・
小
林
芳
規
編
、
武
蔵
野
書

院
、
所
収
）
　
参
照
。

（
4
）
　
二
六
オ
l
一
六
ク
に
「
延
暦
寺
は
九
条
右
丞
相
の
建
立
な
り
、
［
∪
大
師
の
□
立
に
あ
ら
す
、
し
か
り
と
い
へ
と
も
こ
の
こ
と
仲
胤
か
説
法
の
口
に
し
る

せ
り
、
定
て
存
旨
あ
ら
ん
」
の
文
が
l
段
下
げ
て
書
か
れ
て
い
る
。
書
式
か
ら
し
て
も
他
の
箇
所
の
本
文
と
は
異
る
の
で
し
ば
ら
く
考
察
の
対
象
外
と
す

る
。
ま
た
書
式
か
ら
い
え
ば
二
八
オ
か
ら
の
「
あ
な
う
の
観
音
」
、
四
二
オ
か
ら
の
「
白
鴎
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
恩
は
～
云
々
」
の
二
説
話
が
同
様
に
二
段
下

げ
で
書
か
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
「
宝
物
集
解
説
」
（
古
典
文
庫
第
二
八
三
冊
、
『
宝
物
集
中
世
古
写
本
』
所
収
、
昭
4
6
・
1
）
の
分
類
に
従
う
。

（
6
）
　
「
中
世
片
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究
」
（
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
特
輯
号
3
　
昭
4
6
・
3
）

「
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
の
文
章
と
用
語
」
（
『
国
文
学
致
』
7
2
・
7
3
合
併
号
　
昭
5
1
・
望

「
国
語
史
料
と
し
て
見
た
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
」
（
『
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
総
索
引
及
び
研
究
』
築
島
裕
・
小
林
芳
規
編
、
武
蔵
野
書
院
、

所
収
）
　
等

（
7
）
　
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
天
草
版
伊
曽
保
物
語
の
文
体
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

酒
井
憲
二
「
天
草
本
伊
曽
保
物
語
の
文
章
」
（
日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
七
輯
　
昭
3
2
・
3
）

（
8
）
　
注
　
（
5
）
文
献

（
9
）
　
小
林
芳
規
「
中
世
片
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究
」
（
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
特
輯
号
3
、
昭
竺
3
）

（
空
　
山
内
洋
一
郎
氏
は
聞
き
書
き
的
文
章
を
用
い
て
書
い
た
可
能
性
も
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
第
四
回
（
昭
竺
8
・
望
、
第
五
回
（
昭
誓
8
・
空
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
小
林
芳
規
先
生
に

は
席
上
ま
た
稿
後
種
々
御
教
示
い
た
だ
き
、
山
内
洋
一
郎
氏
を
は
じ
め
研
究
会
の
方
々
に
席
↓
多
く
の
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

古
抄
本
宝
物
集
の
文
章
構
成
と
そ
の
文
体




