
『
拾
遺
集
』
　
の
仏
教
的
特
質
と
花
山
院
の
宗
教
生
活

－
花
山
院
撰
者
説
研
究
の
一
環
と
し
て
－

r
後
拾
遺
集
」
序
文
中
に
「
花
山
法
王
は
さ
き
の
ふ
た
つ
の
し
ふ
に
い
ら
ざ

る
う
た
を
と
り
ひ
ろ
ひ
て
拾
遺
集
と
な
づ
け
た
ま
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
以
来
、

長
い
間
r
拾
遺
集
」
　
の
撰
集
に
花
山
院
が
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
撰
者
自
身
に
つ
い
て
知
る
手
掛
り
が
こ
の
歌
集

の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
花
山
院
拐
と
す
る
確
証
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
今
尚
次
の
よ
う
に
種
々
の
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
。

r
拾
遺
和
歌
集
」
　
（
以
下
「
拾
遺
集
」
　
の
略
称
）
　
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

は
、
本
集
と
共
通
す
る
多
く
の
和
歌
を
収
め
る
　
r
拾
遺
抄
」
と
の
関
係

や
、
両
者
の
撰
者
は
誰
か
、
な
ど
の
複
雑
な
問
題
が
関
係
し
て
い
て
、
い

ま
だ
不
明
な
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
　
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
、
「
拾
遺
集
」
の
撰
者
を
花
山
院
と
す
る
こ
と
に
は
異
説
が
な
い
が
、

今

　

野

　

厚

　

子

し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
「
拾
遺
集
」
は
花
山
院
自
身
の
手
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
花
山
院
は
撰
集
の
下
命
者
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
撰
者
と
し
て
編
纂
の
こ
と
に
従
っ
た
歌
人

（1）

た
ち
が
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
と
一
切
不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
花
山
院
撰
者
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
r
拾
遺
集
」
　
の
種
々

の
内
部
徴
証
か
ら
、
r
拾
遺
集
」
独
自
の
特
徴
を
探
り
、
そ
れ
が
花
山
院
の
特

徴
と
適
合
す
る
か
否
か
と
い
う
一
連
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
、

従
来
殆
ど
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
拾
退
集
」
　
の
仏
教
に
関
す
る
問
題

に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
撰
者
の
条
件
を
求
め
な
が
ら
、
そ
れ

ら
が
第
二
十
八
代
天
台
座
主
教
円
の
師
と
も
言
わ
れ
る
花
山
院
の
宗
教
生
活
と

如
何
な
る
接
点
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二

先
ず
前
提
と
な
る
の
は
、
仏
教
へ
の
関
心
の
高
さ
と
天
台
宗
へ
の
傾
倒
で
あ



（2）

る
。
「
拾
遺
集
」
に
採
歌
さ
れ
た
僧
侶
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
歌
人
は
、
次
の
二

十
一
名
で
あ
る
。

僧
正
逼
昭

慶
滋
保
胤

法
橋
観
教

大
僧
正
行
基

如
覚
法
師

戒
秀
法
師

賀
朝
法
師

仲
算
法
師

僧
都
実
因

安
法
法
師

勝
観
法
師

沙
弥
満
貫

御
導
師
浄
蔵
　
空
也
上
人

恵
慶
法
師
　
　
素
性
法
師

寛
祐
法
師
　
仙
慶
法
師

婆
羅
門
僧
正
　
健
守
法
師

寿
玄
法
師

F
拾
遺
集
」
の
総
歌
人
数
の
一
割
強
を
占
め
、
r
古
今
集
」
の
十
名
r
後
撰

集
」
の
十
二
名
に
比
し
て
、
人
数
・
総
歌
人
数
に
対
す
る
比
率
と
も
に
大
幅
に

増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
集
と
は
勿
論
の
こ
と
、
r
拾
遺
集
」

の
も
と
と
な
る
r
拾
遺
抄
」
と
も
大
き
く
異
な
る
釈
教
郡
の
さ
き
が
け
と
も
言

う
べ
き
釈
教
歌
群
を
r
拾
遺
集
」
が
有
し
て
い
る
こ
と
等
も
勘
案
す
る
と
、
「
拾

遺
集
」
の
撰
者
は
従
前
の
人
々
よ
り
は
る
か
に
仏
教
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
推
し
量
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
撰
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
仏
教
に
関
心
を
抱
い
て

い
た
か
、
そ
の
方
向
性
を
二
十
一
名
の
人
々
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
彼
ら
の
中

に
は
、
大
僧
正
行
基
・
婆
羅
門
僧
正
等
の
所
謂
奈
良
仏
教
に
相
当
す
る
僧
侶
も

登
場
し
、
そ
の
時
代
的
な
選
択
の
幅
は
極
め
て
広
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ

の
所
属
す
る
宗
派
に
佳
苫
盲
絞
り
瞥
見
し
て
み
る
と
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
健
守
・
寿
玄
の
両
法
師
を
除
い
た
人
物
達
の
宗
派
に
対
す
る
選
択
の
幅
は
極

（3）

め
て
狭
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
詳
述
は
差
し
控
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
天
台
宗

に
属
す
る
こ
と
が
往
生
伝
・
僧
伝
等
の
関
係
資
料
か
ら
証
さ
れ
る
の
は
僧
正
遍

昭
・
如
党
法
師
・
僧
都
実
因
・
御
導
師
浄
蔵
・
空
也
上
人
・
慶
滋
保
胤
・
戒
秀

法
師
の
七
名
で
あ
る
。
ま
た
、
所
属
宗
派
を
伝
え
る
確
実
な
伝
記
類
こ
そ
乏
し

い
も
の
の
、
そ
の
交
遊
関
係
等
の
諸
々
の
状
況
か
ら
天
台
僧
で
あ
る
こ
と
が
先

学
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
今
明
ら
か
に
推
定
で
き
る
の
が
、
安
法
法

師
・
恵
慶
法
師
・
素
性
法
師
・
法
橋
観
教
・
賀
朝
法
師
の
五
名
、
更
に
、
勝

観
・
寛
祐
・
仙
慶
の
三
名
の
法
師
も
そ
の
血
縁
関
係
、
異
伝
の
状
況
か
ら
天
台

系
の
憎
と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
所
属
宗
派
に
つ
い
て

は
、
天
台
宗
十
五
名
、
法
相
宗
等
の
南
都
系
四
名
、
不
明
二
名
と
い
う
結
果
が

導
き
出
さ
れ
、
圧
倒
的
多
数
が
天
台
系
の
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
摘

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

天
台
宗
は
元
来
平
安
貿
族
に
広
く
受
容
さ
れ
た
宗
派
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
よ

う
な
結
果
は
、
単
に
時
代
を
反
映
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
実
態
を
、
平
安
時
代
の
各
宗
派
の
消
長
を

表
す
一
つ
の
指
標
と
言
わ
れ
る
年
分
度
者
に
よ
っ
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。
〔
表

（4）

二
は
、
尾
上
寛
仲
氏
の
御
調
査
に
な
ら
れ
た
長
保
五
（
塑
年
の
年
分
皮
者

の
内
訳
と
「
拾
遺
集
」
の
僧
侶
た
ち
の
所
属
宗
派
を
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。

l
瞥
し
て
、
r
拾
遺
集
」
　
で
は
実
際
以
上
に
天
台
宗
系
の
僧
侶
の
多
い
こ
と

が
判
明
す
る
。
加
え
て
、
r
古
今
集
」
r
後
撰
集
」
更
に
は
「
後
拾
遺
集
L
 
r
金

乗
集
j
等
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
僧
正
聖
宝
・
僧
正
探
党
な
ど
の
真
言
宗
僧

の
姿
が
r
拾
遺
集
」
で
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
更
に
、
仲



算
法
師
以
外
の
南
都
系
の
僧
三
名
が
執
れ
も
最
澄
の
日
本
天
台
宗
開
創
以
前
の

人
々
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
当
時
が
如
何
に
天
台
優
位
の
時
代
と
は
言

え
、
F
拾
遺
集
」
　
の
こ
の
結
果
は
余
り
に
も
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た
も
の
と
言
え

る
。
そ
こ
に
は
仏
教
各
宗
派
に
わ
た
っ
て
配
慮
す
る
撰
者
の
姿
は
一
切
認
め
ら

れ
ず
、
撰
者
が
天
台
仏
教
へ
特
別
の
親
近
感
を
抱
き
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
る
。

で
は
、
次
に
、
花
山
院
が
こ
の
よ
う
な
r
拾
遺
集
」
　
の
撰
者
と
し
て
の
前
提

と
な
る
べ
き
条
件
を
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ

で
着
目
す
べ
き
は
、
花
山
院
が
第
十
九
代
天
台
座
主
尋
禅
を
招
き
剃
髪
し
た
の

が
、
寛
和
二
　
（
塑
年
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

計

不

明

そ 南 真 天

の 都
口

ムLl
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拾
遺

集

の
僧

侶
歌
人

廿
三
日
庚
申
。
今
暁
丑
剋
許
。
天
皇
密
々
出
二
禁
中
∴
向
二
束
山
草
山
寺
一

落
飾
。
（
中
略
）
翌
日
。
招
二
植
僧
正
尋
繹
一
。
剃
二
御
髪
一
。
御
僧
名
入
党
。

（
日
本
紀
略
　
寛
和
二
年
六
月
二
十
三
日
粂
）

花
山
院
は
、
r
拾
遺
集
」
　
の
成
立
時
に
は
既
に
出
家
の
身
で
あ
り
、
従
っ
て

仏
教
に
無
関
心
の
筈
も
な
く
、
ま
た
、
天
台
宗
傘
下
の
僧
と
し
て
そ
の
強
い
影

響
下
に
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。
因
み
に
、
次
の
二

（5）

百
の
御
製
は
、
「
天
台
の
所
謂
三
身
如
来
」
ま
た
「
天
台
教
学
に
い
う
F
三
身
」

（6）

の
う
ち
の
r
法
身
」
を
詠
じ
た
」
歌
と
し
て
知
ら
れ
、
花
山
院
の
仏
教
的
教
養

の
原
点
に
天
台
教
学
の
存
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

三
身
如
来
を
観
ず
る
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
　
　
　
　
花
山
院
御
製

世
の
中
は
み
な
は
と
け
な
り
お
し
な
べ
て
い
づ
れ
の
も
の
と
わ
く
ぞ
は
か

な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
集
　
巻
第
十
九
　
釈
教
歌
　
塑

法
身
如
来
の
心
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
山
院
御
歌

お
も
へ
ど
も
た
と
ひ
は
か
り
は
な
き
も
の
を
我
さ
と
り
て
や
し
ら
ば
し
る

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
詞
花
集
　
巻
第
十
　
釈
教
　
4
6
5
）

花
山
院
は
、
撰
者
と
し
て
の
基
本
的
条
件
を
充
分
に
満
た
し
て
い
た
と
判
断

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
花
山
院
が
こ
の
よ
う
に
天
台
教
学
に
通
暁

し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
r
拾
遺
集
」
　
の
撰
者
も
天
台
教
学
へ
の
深
い
理
解
を

有
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
現
れ
と
し
て
、
【
拾
遺

集
」
　
に
お
い
て
も
っ
と
も
仏
教
的
な
歌
群
で
あ
る
釈
教
歌
群
を
と
り
あ
げ
、
こ

の
歌
群
が
天
台
宗
の
根
幹
教
義
と
し
て
天
台
宗
の
祖
智
顕
に
よ
っ
て
説
か
れ
た



天
台
止
観
、
そ
の
中
で
も
最
上
の
止
観
と
さ
れ
る
r
摩
詞
止
観
」
と
如
何
に
深

く
係
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
併
せ
て
撰
者
が
天
台
系
の
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
を
再
度
検
証
し
て
お
き
た
い
。

三

r
拾
遺
集
」
は
、
季
節
の
哀
悼
歌
群
に
始
ま
り
釈
教
歌
群
で
終
わ
る
哀
傷
の

部
を
巻
第
二
十
に
独
立
し
た
都
立
と
し
て
配
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に

一
つ
の
大
き
な
疑
問
、
即
ち
、
季
節
の
推
移
と
い
う
時
間
を
重
視
す
る
こ
と
に

始
ま
っ
た
は
ず
の
哀
傷
の
部
が
、
後
半
部
即
ち
釈
教
歌
群
に
お
い
て
は
、
田
中

直
氏
が
「
各
名
僧
・
仏
教
保
護
者
た
ち
の
詠
を
歴
史
を
遡
っ
て
配
し
、
最
後
に

我
が
国
仏
教
の
原
点
と
し
て
の
聖
徳
太
子
の
F
餓
ゑ
人
」
と
の
贈
答
を
置
く
」

（7）

と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
時
間
軸
に
沿
う
配
列
を
自
ら
否
定
す
る
方
法
を
用
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
佐
藤
和
喜
氏
は
「
往
生
要
集
」
と
と

も
に
「
初
稿
本
に
聖
徳
太
子
・
行
基
の
二
伝
を
増
補
し
て
完
成
し
た
日
本
往
生

（8）

極
楽
記
と
の
同
時
代
性
を
」
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
r
日
本
往
生

極
楽
記
」
は
も
と
よ
り
r
H
本
霊
異
記
」
　
「
三
宝
絵
二
大
日
本
国
法
華
経
験
記
」

r
今
昔
物
語
集
」
さ
え
も
、
r
拾
遺
集
」
　
の
よ
う
に
日
本
仏
教
史
を
時
代
に
逆
行

し
記
述
す
る
姿
勢
は
示
し
て
い
な
い
。
で
は
何
故
F
拾
遺
集
」
の
み
が
時
間
の

流
れ
に
逆
ら
う
と
い
う
極
め
て
個
性
的
な
方
法
を
釈
教
歌
群
の
配
列
に
用
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
他
書
と
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
正
し
く
釈
教
歌
群
を
F
摩
詞
止
観
」
に
基

づ
き
配
し
た
結
果
で
あ
り
、
撰
者
が
天
台
教
学
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
端
的

に
示
す
証
左
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。
尚
、
詳
細
は
紙
幅
の
都
合
上
別
稿
に
譲

（9）

る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
略
述
す
る
こ
と
と
す
る
。
〔
表

二
〕
は
、
五
略
十
広
即
ち
①
発
心
②
修
行
③
感
果
④
裂
網
⑤
帰
処
の
五
項
目
が

十
章
の
組
織
の
も
と
で
体
系
的
に
講
説
さ
れ
る
「
摩
討
止
観
」
　
の
構
成
と
釈
教

歌
群
の
そ
れ
と
を
対
置
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
在
俗
の
生
活
を
捨
て
仏
門
に
入
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
歌
群
I

は
、
仏
道
修
行
の
道
程
に
お
い
て
菩
提
心
の
発
起
が
重
要
と
説
く
　
r
摩
討
止

観
」
　
の
①
発
心
と
正
に
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
群
Ⅲ
は
、
「
発
心

（10）

を
ど
う
修
行
の
中
で
具
体
化
し
て
い
く
の
か
」
を
力
説
す
る
r
摩
討
止
観
」
　
の

②
修
行
の
中
で
も
、
特
に
仏
道
修
行
を
成
就
す
る
た
め
の
必
要
な
準
備
や
心
構

え
の
諸
条
件
を
示
し
た
二
十
五
方
便
の
第
一
項
具
五
線
か
ら
第
三
項
棄
五
蓋
へ

の
順
序
に
従
い
配
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
歌
群
Ⅲ
は
、
迷
妄
の
徒
を
教
導
す
る

存
在
と
し
て
の
性
空
、
極
楽
へ
至
る
感
慨
を
詠
む
仙
慶
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱

え
極
楽
往
生
を
説
く
空
也
ら
の
所
謂
名
僧
が
作
者
或
い
は
贈
答
相
手
と
し
て
登

場
し
て
い
る
点
で
極
め
て
特
徴
的
な
歌
群
で
あ
り
、
「
修
行
が
成
就
す
る
と
き
、

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
境
涯
が
実
現
す
る
の
か
」
を
説
く
r
摩
討
止
観
」
　
の
③
感

采
を
念
頭
に
置
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
同
様
に
歌
群
Ⅳ
は
、
次
に
説
く
r
摩
討

止
観
」
　
の
①
裂
網
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
止
観
を
用
い
心
を
観
ず
る
と
、
智
慧
が
明
了
に
な
り
、
諸
経
論
が
説

く
漸
・
頓
の
諸
教
に
通
達
し
、
仏
の
教
え
が
自
分
の
血
肉
と
化
す
と
い
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歌

番

号

飢　 聖
え　 徳

人　 太

婆　 大
羅　 僧
門　 正

大
僧
正

大
僧
正

光
明
皇

クヒ
ニェニ也
上

仙
慶
法

和
卑

法
師

車

藤
原
美
方

藤
懸

村
上
天
皇

選
子
内
親

王

藤

原
ノヽ

藤

原
爪

尼 大

中

藤

原
高
光

よ
み
人

慶

滋
保
胤

作

芋 僧　 行
正　 基

行
基

行
基

篇 人 師 式
部

道
綱

母

ム
任

ム
任 臣

壁

＿臼．

し
ら
ず

者

聖　 飢
徳　 え
太　 人

子

大 婆

僧　 羅
正　 門
行　 僧
基　 正

性
カ
ニェニ上
人

畢

姦

院

藤
原
統

理

藤
原
行
成

大 尼
中
臣
壁

且

贈
答
相
手

御　 高 遁　 苔 仏 市 極 ス． 左 為 御 女
院
御

八

志 成 返　 あ 法 題 法
師

詞

雷

近　 間
し　山
を　 辺

し　提
が
な

嬰 Fヨ 楽 お 大
将

済

雅
朝

臣

型 賀 信 し　 ひ 師 し

諦
おか か ね 侍 て 家 り な ず な

た ：遺

て　 人

ぎ

さ

き

つ

き が
ひ

乞 堕 並
＝ わ

講 出 ら て
侍

ら ら

ま　 の に け つ
け

て さ
り

白 門
寺

よ
は 持

物

象
し 出

家

り
け
る
女

ん
と

む
と

て

つ　 家 た て け 河 に せ に し し
る　 に つ ま 侍 る に て 給 る 侍 け しヽ

お き ひ り 夜 て 経 ひ と り の る で
は た け け の 説 供 け き け け
し り る る ゆ 鐙 養 る き る あ ろ る

時l l め せ し 時 て ま
る

に
る
時

に さ
せ
侍
り
け
る

に

侍
り

て

ろ に
な
り
ぬ
と
き
き
て

に

家

に

壁

わ
‡

文 其 ち 法 南 埜 遥 い 田
′じヽ

歌

抜

壁

カ
お

殊 如

の　 く

ぷ
さ

華
経

ま旺
菌

楽
は

に
照

ま

い

ふ

っ

ひ
の

ほ み　 ち の を 弥 せ く く 家
き か　 せ む わ 陀 中 山 よ す を
み は　 ず く 甲 仏

と
埜 の と み い

の
み
な
を
わ
す
れ
め

あ　 あ
ひ　 ひ
見　 見

．つ　つ
る　 る
か　 か
な　 な

い
け
ふ
ぞ
わ
が
す

る

え
し
事
は

Ll
ふ
人
の
蓬
の
上
に

の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し

つ
と
め

て
い
た
る
と

ろ
な
り
け
り

は

の
月

て
た

ゆ
む
な
る
ら
ん

た
ら
し
河

の
か
め
な
れ
ば

か
で

い
で
ま

し

－5－



う
。
し
た
が
っ
て
思
い
の
ま
ま
に
十
種
の
仏
法
の
世
界
の
姿
形
を
示
し
て

人
に
向
か
っ
て
教
え
を
説
く
こ
と
が
で
き
、
人
々
を
利
益
す
る
こ
と
が
で

き
る

即
ち
、
こ
の
利
他
の
教
化
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
仏
教
史
を
鳥
牧
図
的
に
見

た
時
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
が
、
仏
の
よ
う
な
慈
悲
を
持
ち
な
が
ら
社
会
事
業

を
実
践
し
或
い
は
庶
民
の
教
化
活
動
に
努
め
た
空
也
・
光
明
皇
后
・
行
基
で
あ

っ
た
こ
と
は
余
り
に
も
著
名
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
仏
教
を
志
す
者

が
最
終
に
帰
趣
す
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
、
「
発
心
し
て
自
利
・
利
他
の
行
に
励

む
行
人
が
最
後
に
転
入
す
る
究
極
の
境
地
の
何
た
る
か
」
を
説
き
明
か
す
r
摩

詞
止
観
j
の
⑤
帰
処
に
対
す
る
の
が
、
歌
群
V
で
あ
る
。
仏
教
を
信
仰
す
る

人
々
に
と
っ
て
は
正
に
理
想
と
も
言
う
べ
き
行
基
・
聖
徳
太
子
が
主
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
群
の
展
開
を
再
度
辿
っ
て
見
れ
ば
、
慶
滋
保
胤
・
藤
原
高
光

等
全
て
俗
名
で
記
す
歌
群
I
か
ら
、
性
空
・
空
也
等
の
法
名
を
明
記
す
る
歌
群

Ⅲ
へ
、
更
に
行
基
・
聖
徳
太
子
等
の
人
間
菩
薩
の
歌
群
V
へ
と
整
然
と
秩
序
だ

て
て
構
成
さ
れ
て
い
る
様
子
も
看
取
で
き
る
。
そ
こ
で
改
め
て
想
起
さ
れ
る
の

が
、
「
摩
詞
止
観
」
は
元
来
「
四
種
三
昧
を
勧
進
し
、
菩
薩
の
位
に
入
る
こ
と

l〓－

を
明
か
さ
ん
と
し
て
こ
の
止
観
を
説
く
」
（
摩
詞
止
観
巻
第
二
上
）
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
菩
薩
へ
収
蝕
す
る
綿
密
で
な
お
か
つ
体
系
的
な

和
歌
の
配
列
構
成
こ
そ
が
、
撰
者
が
『
摩
詞
止
観
」
に
基
づ
き
釈
教
歌
群
を
構

築
し
た
こ
と
を
最
も
顕
著
に
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
書
の
採
用
し
た
時
間
に
よ
る
配
列
原
理
等
を
用
い
る
こ
と

な
く
、
発
心
に
始
ま
り
日
本
仏
教
史
の
源
流
へ
向
い
「
仏
教
の
理
想
を
具
現
す

（12）

る
存
在
」
聖
徳
太
子
を
巻
末
に
配
す
る
r
拾
遺
集
」
の
独
自
の
構
成
は
、
仏
道

修
行
の
原
点
と
そ
の
行
く
べ
き
先
を
説
き
明
か
す
r
摩
詞
止
観
」
を
熟
知
し
て

こ
そ
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
撰
者
が
天

台
系
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
「
摩
詞
止
観
」
　
へ
の
造
詣
が
深

か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
撰
者
像
と
花
山
院
と
を
繋
い
で
考
え
よ
う
と
す
る

時
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
r
権
記
」
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

廿
八
日
乙
卯
　
蓼
華
山
院
、
々
源
僧
都
説
止
観

（
権
記
　
長
保
五
年
九
月
二
十
八
日
条
）

「
摩
詞
止
観
」
は
平
安
時
代
の
知
識
人
を
中
心
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
仏
教

書
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
ま
た
同
時
に
、
意
外
に
も
そ
の
講

義
を
聴
聞
し
或
い
は
閲
読
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
記
録
は
数
少
な
い
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
止
観
の
摂
取
を
示
す
貴
重
な
史

料
が
こ
の
よ
う
に
花
山
院
自
身
に
見
出
せ
る
こ
と
は
実
に
象
徴
的
で
あ
る
。
花

山
院
が
r
摩
詞
止
観
」
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
も
先
ず
間
違
い
な
い
事
実
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
更
に
重
要
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
花

山
院
が
r
摩
詞
止
観
」
を
学
ん
だ
時
期
は
、
「
拾
遺
抄
」
が
既
に
成
立
し
、
し

か
し
末
だ
「
拾
遺
集
」
は
で
き
て
い
な
い
、
正
に
そ
の
は
ざ
ま
の
時
長
保
五

（
嬰
年
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
軽
々
な
判
断
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



が
、
r
拾
遺
集
」
　
の
成
立
前
夜
と
も
言
う
べ
き
時
期
に
花
山
院
と
止
観
と
の
接

触
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
花
山
院
と
撰
者
と
の
同
一
性
を
考
え
る
上
で
極
め

て
重
要
な
事
実
と
言
え
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
撰
者
と
花
山
院
が
と
も
に
天

台
教
団
や
天
台
教
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
な
立

場
や
思
想
状
況
等
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
天
台

教
団
内
部
に
焦
点
を
絞
り
、
分
析
を
進
め
て
み
た
い
。

四

「
拾
遺
集
し
　
の
成
立
し
た
時
代
は
、
天
台
宗
の
歴
史
の
う
え
で
は
大
き
な
変

革
期
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
井
上
光
貞
氏
は
、
花
山
朝
二
条
朝
を
中
心
と

し
た
当
時
の
天
台
教
団
内
部
に
輿
起
し
っ
つ
あ
っ
た
重
大
な
出
来
事
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
天
台
浄
土
教
の
確
立
及
び
山
門
派
・
寺
門
派
の
分
裂
と
い
う
二
つ

（13）

の
事
柄
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
寛
和
前
後
の
お
よ
そ
半
世
紀
間
は
、
二
つ
の
点
に
お
い
て
天
台
教
団

史
の
新
傾
向
の
発
芽
の
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
思
想
史
上
、

天
台
浄
土
教
の
確
立
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）

源
信
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
浄
土
教
家
が
輩
出
し
、
け
ん
ら
ん
た
る
有

様
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
誠
に
特
異
な
一
時
期
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
こ
の
時
代
が
、
教
団
史
上
い
わ
ゆ
る
山
寺
同
門
の

分
裂
の
は
じ
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
注
意
せ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
先
ず
浄
土
教
の
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
、
撰
者
の
信
仰
の
具
体
相
を

把
握
し
て
お
き
た
い
。
次
の
二
首
は
、
『
拾
遺
集
」
　
に
入
集
さ
れ
る
浄
土
教
の

歌
と
し
て
従
来
屡
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

極
楽
を
ね
が
ひ
て
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
慶
法
師

極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
き
き
し
か
ど
っ
と
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
り

市
門
に
か
き
つ
け
て
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
空
也
上
人

ひ
と
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
人
の
蓮
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し

（
拾
遺
集
　
巻
第
二
十
哀
傷
　
皿
・
塑

ま
た
、
次
の
一
首
も
詠
み
方
が
表
面
的
で
あ
る
と
は
言
え
、
地
獄
絵
二
二
途

の
川
な
ど
の
言
葉
か
ら
は
浄
土
教
的
な
傾
向
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

地
獄
の
か
た
か
き
た
る
を
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
原
道
雅
女

み
つ
せ
河
渡
る
み
さ
を
も
な
か
り
け
り
な
に
に
衣
を
ぬ
ぎ
て
か
く
ら
ん

（
拾
遺
集
　
巻
第
九
雑
下
一
望

一
般
に
「
天
台
浄
土
教
が
貴
族
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
文
献
の
上
に
あ
ら

（
〓
∵

わ
れ
て
く
る
の
は
、
だ
い
た
い
、
寛
平
・
延
喜
ご
ろ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
『
拾
遺
集
J
　
に
お
い
て
勅
撰
集
で
は
初
め
て
の
例
と
し
て
し
か
も
r
後
拾

遺
集
」
　
に
も
指
摘
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
有
す
る
歌
が
入

集
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
r
拾
遺
集
」
　
の
撰
者
自
身
が
浄
土
教
的
な
志
向
性
を

有
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
見
て
先
ず
差
し
支
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
重
松
信
弘
氏
は
当
時
の
宮
廷
文
人
の
浄
土
教
へ
の
関
心
は
、
紫

式
部
を
は
じ
め
と
し
て
清
少
納
言
・
藤
原
公
任
・
赤
染
衛
門
・
和
泉
式
部
・
選

（15）

子
内
親
王
な
ど
に
見
る
程
度
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
で
は
花
山
院



に
つ
い
て
は
、
天
台
浄
土
教
と
の
接
触
を
考
え
し
め
る
事
例
、
或
い
は
関
心
を

抱
い
た
様
子
が
果
た
し
て
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
で
先
ず
見

落
と
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
r
往
生
要
集
j
に
示
さ
れ
た
源
信
の
浄
土
思
想

を
具
体
的
に
現
し
た
も
の
と
さ
れ
る
二
十
五
三
昧
会
に
、
花
山
院
が
結
線
衆
と

し
て
名
を
列
ね
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
二
十
五
三
昧
会
の
過
去
帳
の

花
山
院
の
項
に
は
、
浄
土
信
仰
と
の
結
び
つ
き
を
思
わ
せ
る
「
仙
骨
俗
骨
共
契
二

東
山
之
暮
雲
∴
聖
霊
凡
霊
同
期
二
西
方
之
暁
月
こ
（
拐
厳
院
二
十
五
三
昧
結

］
昭
九

衆
過
去
帳
）
と
の
文
言
の
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
比
叡
山
滞
在
時
の
花
山
院
の
日
常
生
活
も
浄
土
教
的
で
あ
っ
た
と
の

（17）

今
井
源
衛
氏
の
次
の
御
指
摘
も
注
E
し
て
お
き
た
い
。

江
談
抄
三
に
は
、
本
文
を
欠
く
と
こ
ろ
の
「
花
山
法
皇
以
二
西
塔
奥
院
一
為
二

禅
居
こ
な
る
項
目
が
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
頃
、
院
は
酉
塔
の
一

院
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
（
中
略
）
　
こ
こ
に
は
す
で
に
早

く
寛
平
五
年
に
増
命
の
手
に
よ
っ
て
、
常
行
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
て
、
翌

六
年
か
ら
は
不
断
念
仏
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
四
壁
に
は
極
楽
図
が
描
か
れ

て
い
た
と
も
云
わ
れ
、
浄
土
教
的
性
格
が
、
叡
山
中
で
も
と
く
に
早
く
か

ら
あ
ら
わ
れ
て
い
た
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
院
が
退
位
し
た
年
の
五
月
二
十

三
日
に
、
首
楊
厳
院
に
お
い
て
、
二
十
五
三
昧
講
が
発
足
し
、
又
浄
土
教

的
観
相
の
代
表
作
と
も
云
う
べ
き
有
名
な
往
生
要
集
の
成
っ
た
の
が
丁
度

そ
の
前
年
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
際
注
目
さ
れ
る
。
院
は
お
そ

ら
く
、
こ
う
し
た
浄
土
教
的
雰
囲
気
の
中
に
日
夜
仏
道
に
志
し
、
自
ら
三

昧
講
に
加
わ
っ
て
、
常
行
堂
に
お
い
て
念
仏
三
昧
に
も
耽
っ
た
で
あ
ろ

、
つ
0

そ
し
て
、
事
実
花
山
院
自
身
の
御
製
に
も
次
の
よ
う
な
浄
土
教
的
色
彩
を
帯

び
た
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

花
の
さ
か
り
に
極
楽
を
観
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
花
山
院
御
歌

あ
だ
に
ち
る
は
な
み
る
だ
に
も
あ
る
も
の
を
た
か
ら
の
う
ゑ
木
お
も
ひ
こ

そ
や
れ
（
続
古
今
集
巻
第
八
釈
教
歌
聖

六
道
生
死
輪
廻
の
心
を
花
山
院
御
製

も
と
の
し
の
さ
か
の
を
L
へ
の
薬
あ
れ
ば
わ
れ
な
が
き
世
に
ま
ど
ひ
は
て

め
や
（
夫
木
和
歌
抄
巻
第
三
十
二
雑
部
十
四
嬰

生
死
の
や
み
に
六
道
生
死
輪
廻
す
る
心
を
花
山
院
御
製

す
べ
ら
ぎ
の
あ
づ
け
ら
れ
た
る
は
こ
捨
て
て
い
ま
は
お
な
じ
く
中
こ
こ
ろ

み
ん
（
夫
木
和
歌
抄
巻
第
三
十
四
雑
部
十
六
轡

（
l。
。
）

例
え
ば
、
r
続
古
今
集
」
に
入
集
さ
れ
た
御
製
は
、
木
船
重
昭
氏
の
御
指
摘

の
如
く
、
浄
土
三
部
経
の
一
つ
F
無
量
寿
経
」
の
説
く
「
宝
樹
」
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
ま
た
同
時
に
r
往
生
要
集
」
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
次
の
一
節
も
彷

彿
と
さ
せ
る
一
首
で
も
あ
る
。

初
別
相
観
者
亦
有
レ
二
。
先
観
二
花
座
一
。
観
経
云
。
欲
レ
観
二

彼
仏
一
者
当
レ
畢
恵
合
一
。
於
二
七
宝
地
上
一
若
欲
レ
作
二
蓮
華
想
一

令
三
其
蓮
華
二
葉
作
二
百
宝
色
一
。
（
中
略
）
若
欲
レ
念
二
彼
仏
一
着

当
三
先
作
二
此
華
座
想
一
。
（
往
生
要
集
巻
中
）



こ
の
よ
う
に
、
「
拾
退
集
J
の
撰
者
と
花
山
院
と
の
双
方
に
期
せ
ず
し
て
浄

（
1
“
。
）

土
教
へ
の
関
心
が
見
出
せ
る
こ
と
は
、
教
団
内
に
お
い
て
も
特
に
両
者
の
生
活

の
場
や
位
置
が
近
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
撰
者
と
花
山
院

と
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
で
は
次

に
、
山
門
派
と
寺
門
派
の
問
題
に
触
れ
、
撰
者
と
花
山
院
と
の
距
離
を
尚
一
層

明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

五

正
暦
四
（
一
望
年
寺
門
派
が
三
井
の
園
城
寺
に
移
り
、
天
台
教
団
の
分
裂
・

対
立
は
年
を
追
う
ご
と
に
い
よ
い
よ
深
刻
な
事
態
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
激
し
い
対
立
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
天
台
に
深
く
係
わ
る
人
間
と
し

て
撰
者
や
花
山
院
は
如
何
な
る
立
場
に
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次

に
、
考
察
の
対
象
を
r
拾
遺
集
」
に
登
場
す
る
す
べ
て
の
僧
侶
及
び
そ
れ
に
準

ず
る
人
々
に
拡
大
し
て
、
彼
ら
が
山
門
派
・
寺
門
派
執
れ
で
あ
る
か
を
調
査

し
、
撰
者
の
置
か
れ
た
位
置
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
詞
番
に
は
次
の
よ
う
な

僧
侶
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
人
々
が
登
場
し
て
い
る
。

性
空
上
人
　
寂
昭
　
藤
原
成
房
　
藤
原
義
憤
　
源
成
信
　
藤
原
重
家

藤
原
統
理
　
忠
蓮
　
賀
緑
法
師
　
善
祐
法
師
　
健
守
法
師
　
婆
羅
門
僧
正

こ
の
う
ち
、
作
者
と
重
複
す
る
二
名
（
健
守
法
師
・
婆
羅
門
僧
正
）
を
除

き
、
天
台
僧
と
確
認
あ
る
い
は
推
定
で
き
る
の
は
賀
緑
法
師
ま
で
の
九
名
で
あ

る
。
今
、
こ
れ
ら
を
含
む
す
べ
て
の
天
台
棺
を
山
門
派
∵
寺
門
派
の
両
派
に
分

け
、
そ
の
結
果
の
み
を
示
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
尚
、
括
弧
内
の
五
名
の

僧
は
、
確
実
な
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
諸
々
の
状
況
か
ら
山
門

派
と
推
定
さ
れ
る
法
師
達
で
あ
る
。

山
門
　
僧
正
遍
昭
　
如
覚
法
師

慶
滋
保
胤
　
戒
秀
法
師

寂
昭
　
　
　
藤
原
成
房

（
安
法
法
師
　
恵
慶
法
師

寺
門
　
源
成
信
　
　
藤
原
重
家

僧
都
実
国

法
橋
観
教

藤
原
義
憤

素
性
法
師

賀
緑
法
師

御
導
師
浄
蔵
　
空
也
上
人

賀
朝
法
師
　
性
空
上
人

藤
原
統
理
　
忠
蓮

勝
観
法
師
　
寛
祐
法
師
）

一
見
し
て
、
比
叡
山
延
暦
寺
佃
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

撰
者
が
山
門
派
側
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
も
の
と
思
わ

（卸）

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
合
せ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
数

量
的
に
は
決
し
て
多
く
は
な
い
も
の
の
寺
門
派
の
僧
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と

で
あ
る
。
撰
者
に
は
少
な
く
と
も
寺
門
派
を
完
全
に
排
斥
す
る
ま
で
の
意
識
は

な
く
、
山
門
派
に
あ
く
ま
で
も
中
心
を
お
き
な
が
ら
も
尚
寺
門
派
と
の
関
係
を

保
持
す
る
姿
勢
を
そ
こ
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
意

味
で
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
め
い
た
微
妙
な
二
面
性
こ
そ
が
花
山
院
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
花
山
院

の
出
家
は
嘗
て
の
良
源
の
居
所
元
慶
寺
の
妙
業
坊
で
行
わ
れ
、
師
事
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
正
し
く
良
源
そ
の
人
で
あ
り
、
尋
禅
・
院
源
・
厳
久
等
と
の
交

遊
に
も
そ
の
一
端
が
窺
え
る
よ
う
に
、
比
叡
山
慈
覚
派
良
源
門
下
花
山
院
は
法

脈
上
か
ら
言
え
ば
山
門
派
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
寺
門
派



］
租
【

と
も
交
遊
関
係
を
保
っ
て
い
た
様
子
も
散
見
で
き
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、
花
山
院
御
製
と
し
て
も
っ
と
も
著
名
な
次
の
l
首
は
、
「
栄
花
物
語
」
富

岡
本
で
は
「
三
井
寺
」
と
あ
り
、
開
城
寺
で
の
御
製
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

修
行
し
あ
り
か
せ
結
け
る
に
、
桜
花
の
さ
き
た
り
け
る
し
た
に
や
す

ま
せ
給
て
よ
ま
せ
給
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
山
院
御
製

こ
の
も
と
を
す
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
は
な
み
る
人
と
な
り
ぬ
べ
き

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
花
集
　
巻
第
九
　
維
上
　
2
7
6
）

ま
た
、
今
井
源
街
氏
も
次
の
r
粉
河
寺
縁
起
（
花
山
法
皇
御
幸
第
六
）
」
の

文
を
示
さ
れ
な
が
ら
、
花
山
院
と
寺
門
派
と
の
関
係
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
お

（22）

ら
れ
る正

暦
二
年
の
冬
熊
野
山
よ
り
御
下
向
の
次
に
、
当
寺
に
御
参
詣
あ
り
、
屈

従
の
人
は
、
入
道
民
部
抽
能
俊
、
入
道
左
大
弁
惟
成
、
三
井
寺
元
清
阿
閤

梨
な
り
。
法
皇
は
笈
を
懸
て
入
お
は
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
山
門
派
に
立
脚
し
な
が
ら
も
寺
門
派
と
も
交
渉
を
も
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
花
山
院
の
信
仰
は
よ
り
特
色
あ
る
性
格
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ

が
ま
た
撰
者
の
中
に
見
出
せ
る
特
徴
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
r
拾
遺
集
」
の
撰
者
と
花
山
院
は
天
台
宗
と
い

う
同
一
性
を
有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
教
団
内
部
の
立
場
や
思
想
等
に
お
い
て

も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
拾
退
集
」
花
山
院
撰
者
説
を
考
え
る
上
で
見
落

と
し
て
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
花
山
院
を
撰
者
と
想
定
す
る
に
支
障
と

な
る
べ
き
も
の
は
未
だ
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

六

【
拾
遺
集
」
の
撰
者
と
花
山
院
と
は
様
々
な
点
で
多
く
の
共
通
項
を
有
し
て

い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
撰
者
と
花
山
院
と
の
緊
密
な
関
係
を
物
語
る
例
と
し

て
、
僧
侶
た
ち
の
人
間
関
係
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
次
の
〔
系
図
〕
は
、
r
拾

退
集
j
及
び
花
山
院
周
辺
の
天
台
僧
に
つ
い
て
、
各
々
の
師
弟
関
係
も
考
慮
し

（23）

つ
つ
、
彼
ら
の
法
脈
を
大
凡
の
略
図
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。
一
瞥
し

て
、
両
者
に
共
通
す
る
人
物
の
存
す
る
こ
と
、
ま
た
、
互
い
の
人
間
関
係
の
近

い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
更
に
こ
こ
で
考
察
の
歩
を
進
め
、
r
拾
遺
集
」
の
撰
集
時
期
に
生
存
し
一

て
い
た
侶
た
ち
と
花
山
院
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
及
し
て
お
き
た
い
。
r
拾
遺
　
1
0

集
」
の
撰
集
が
行
わ
れ
た
時
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
明
ら
か
に
生
存
し
て
い
る
こ
ー

と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、
次
の
五
名
で
あ
る
。

藤
原
義
憤
　
性
空
上
人
　
戒
秀
法
師
　
寂
昭
　
法
橋
観
教

個
別
に
辿
っ
て
い
く
と
、
先
ず
花
山
院
の
叔
父
藤
原
義
憤
は
、
外
戚
と
し
て

ま
た
花
山
朝
の
政
権
担
当
者
と
し
て
権
勢
を
ふ
る
い
、
花
山
院
の
退
位
出
家
後

も
行
動
を
共
に
し
、
生
涯
を
通
じ
て
花
山
院
と
密
接
な
繋
が
り
を
有
し
た
人
物

で
あ
る
。
ま
た
、
性
空
上
人
と
花
山
院
と
の
親
交
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
書

写
山
御
幸
の
折
の
次
の
御
製
か
ら
も
、
そ
の
帰
依
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

書
写
の
ひ
じ
り
に
あ
ひ
に
は
り
ま
の
く
に
に
お
は
し
ま
し
て
あ
か
し

と
い
ふ
と
こ
ろ
の
月
を
ご
ら
ん
じ
て
　
　
　
　
　
　
　
花
山
院
御
製
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月
か
け
は
た
び
の
そ
ら
と
て
か
は
ら
ね
ど
な
は
み
や
こ
の
み
こ
ひ
し
き
や

な
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
　
巻
第
九
　
汚
旅
　
5
2
2
）

戒
秀
法
師
も
花
山
院
の
殿
上
法
師
と
し
て
退
位
後
か
ら
崩
御
ま
で
近
侍
し
て

い
た
こ
と
が
、
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
次
の
一
首
は
、
花

山
院
と
戒
秀
法
師
と
の
直
接
的
な
結
び
付
き
を
証
す
る
歌
と
し
て
注
目
し
て
お

き
た
い
。

花
山
院
に
歌
め
さ
れ
け
る
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戒
秀
法
師

行
す
ゑ
も
こ
よ
ひ
の
月
を
思
ひ
い
で
て
さ
や
け
か
り
き
と
人
に
か
た
ら
ん

（
続
後
撰
集
　
巻
第
六
　
秋
歌
中
　
墜

以
上
、
彼
ら
三
名
は
現
れ
も
花
山
院
と
親
し
い
交
わ
り
を
も
っ
た
、
院
に
極

め
て
身
近
か
な
あ
る
意
味
で
は
身
内
に
も
等
し
い
存
在
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
寂
昭
と
花
山
院
と
の
交
渉
を
示
す
明
散
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
名
は
複
数
の
人
物
た
ち
を
介
し
て
強
い
結
び

付
き
が
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、
寂
昭
の
師
が
寂
心
・
源
信
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
寂
心
が
官
僚
と
し
て
政
治
の
世
界
で
積
極
的
に
活

躍
し
た
の
は
花
山
朝
で
あ
り
、
そ
の
花
山
院
が
結
緑
結
衆
と
し
て
参
加
し
た
二

十
五
三
昧
会
の
主
催
者
は
源
信
で
あ
っ
た
。
ま
た
寂
昭
は
性
空
と
も
親
交
が
あ

り
、
更
に
は
源
信
と
寂
心
、
源
信
と
性
空
と
も
互
い
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は

認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寂
昭
と
寂
心
・
源
信
・
性
空
と
、
ま
た
花

山
院
と
寂
心
・
源
信
・
性
空
等
と
の
相
互
の
深
い
関
係
を
重
ね
合
せ
れ
ば
、
系

図
で
こ
そ
明
示
で
き
な
い
も
の
の
寂
昭
と
花
山
院
に
も
何
ら
か
の
接
点
を
予
想

す
る
こ
と
も
強
ち
不
可
能
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
法
橋
観
教
は
花
山
院
の
弟
で
あ
る
東
宮
居
貞
親
王
　
（
後
の
三
条
天

皇
）
　
の
護
持
僧
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
法

橋
観
教
が
光
孝
天
皇
の
血
縁
を
ひ
く
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詳
述
は

り
哩
乃

差
し
控
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
光
孝
天
皇
こ
そ
は
花
山
院
を
中
心
に
据
え
た
皇

統
譜
で
は
遡
源
す
べ
き
血
統
上
の
始
祖
で
あ
り
、
花
山
院
と
繋
が
る
皇
統
譜
の

作
成
上
不
可
欠
な
天
皇
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
そ
の
光
孝
天
皇
に
つ
ら
な
る
法
橋

観
教
は
、
花
山
院
自
身
に
と
っ
て
弟
居
貞
親
王
の
護
持
僧
で
あ
る
以
上
に
特

別
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
奇
し
く
も
彼
ら
五
名
は
、
直
接
的
に
或
い
は
間
接
的
に
花
山
一

院
と
繋
が
り
を
有
す
る
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
花
山
院
周
辺
の
ご
く
限
ら
　
1
2

れ
た
範
囲
の
人
々
で
あ
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
花
山
－

院
に
と
っ
て
宗
教
的
の
み
な
ら
ず
個
人
的
に
も
交
誼
を
結
ん
だ
人
の
み
が
選
ば

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

七

r
拾
遺
集
」
　
に
認
め
ら
れ
る
幾
つ
か
の
仏
教
的
な
事
象
を
手
掛
り
に
、
花
山

院
撰
者
説
の
可
能
性
を
求
め
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
逆
説
的
な

言
い
方
が
許
さ
れ
れ
ば
、
こ
こ
に
挙
げ
た
一
つ
一
つ
の
特
質
を
個
別
に
有
す
る

人
物
は
、
な
に
も
一
人
花
山
院
の
み
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
天

台
宗
に
は
当
時
多
く
の
人
々
が
心
を
寄
せ
、
時
期
的
な
問
題
は
さ
て
お
き
、
止



観
は
慶
滋
保
胤
・
一
条
天
皇
も
学
ん
で
い
る
。
ま
た
、
性
空
に
帰
依
し
た
の
も
、

具
平
親
王
・
藤
原
実
資
・
藤
原
道
長
・
藤
原
公
任
・
和
泉
式
部
な
ど
枚
挙
に
達
が
無

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
満
た
し
う
る
所
に
果
し
て
誰
が
存
在

し
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
些
か
事
情
は
異
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
仏
教
的
特
質
を
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
蒲
た
し
う
る
と
こ
ろ

に
こ
そ
撰
者
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
F
拾
遺
集
J
の
撰
集
時

に
生
存
し
た
人
々
の
人
間
関
係
の
収
束
す
る
位
置
に
存
し
た
の
が
花
山
院
で
あ

（乃）

っ
た
よ
う
に
、
現
在
の
所
花
山
院
以
外
に
見
出
せ
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
嘗
て
別
稿
に
お
い
て
r
拾
遺
集
」
　
の
賀
歌
が
慶
賀
の
対
象
者
の

違
い
に
よ
り
巻
第
五
の
賀
と
巻
第
十
八
の
雉
票
に
分
散
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ

れ
、
そ
れ
は
主
に
皇
統
譜
に
お
け
る
花
山
院
の
置
か
れ
た
立
場
や
、
当
代
天
皇

や
現
権
門
に
対
す
る
複
雑
か
つ
個
人
的
な
関
係
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

り
昭
凸

と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
今
ま
た
仏
教
の
面
に
お
い
て
も
、
比
叡
山
慈
党
派

良
源
門
下
と
し
て
山
門
派
に
属
し
な
が
ら
も
や
が
て
山
林
斗
板
の
道
へ
は
い
っ

て
い
っ
た
花
山
院
の
立
場
が
、
天
台
系
の
中
で
も
特
に
性
空
・
増
賀
に
代
表
さ

れ
る
既
成
教
団
の
因
襲
を
拒
絶
し
逃
れ
よ
う
と
し
て
独
自
の
道
を
歩
ん
だ
と
さ

れ
る
聖
と
呼
ば
れ
る
人
物
た
ち
へ
の
傾
斜
に
も
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
塙
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

今
回
は
花
山
院
単
独
撰
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
、
敢
え
て
天

台
宗
を
中
心
と
し
た
仏
教
を
取
り
上
げ
、
私
見
を
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。
大
方

の
御
教
示
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
1
）
増
田
繁
夫
氏
r
拾
遺
和
歌
集
」
　
（
明
治
昏
院
　
平
成
十
五
年
）

（
2
）
r
拾
遺
集
」
に
は
聖
徳
太
子
等
の
仏
教
外
護
者
も
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
僧

侶
と
見
て
疑
問
が
生
じ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
遍
昭
・
空
也
等
の
増
結
に
あ
る
人
物
及
び

慶
滋
保
胤
・
藤
原
義
憤
等
の
出
家
を
志
し
た
こ
と
が
r
拾
遺
集
」
で
明
記
さ
れ
尚
且

つ
そ
の
出
家
を
確
認
で
き
る
人
物
の
み
を
僧
侶
と
認
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す

る
。

（
3
）
詳
細
は
、
拙
稿
「
r
拾
遺
集
」
僧
侶
考
」
（
r
佐
賀
大
国
文
」
第
二
十
九
号
　
平
成
十

二
年
三
月
）
を
御
参
照
敷
き
た
い
。

（
4
）
尾
上
寛
仲
氏
「
年
分
度
者
に
見
ら
れ
る
課
試
制
度
（
下
）
」
（
百
本
仏
教
」
九
号
　
昭

和
三
十
五
年
十
月
）

（
5
）
間
中
冨
士
子
氏
「
附
加
1
柏
繹
教
歌
の
評
愕
J
（
峯
文
庫
昭
和
三
十
二
年
）

（
6
）
千
古
利
寧
十
氏
「
r
三
身
和
歌
」
巧
」
（
r
仏
教
文
学
」
第
十
九
号
　
平
成
七
年
三
月
）

（
7
）
田
中
　
直
氏
「
勅
撰
集
と
人
死
）
の
主
題
－
r
古
今
集
」
r
拾
退
無
し
の
哀
傷
歌
配

列
か
ら
－
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
五
十
号
　
昭
和
六
十
年
四
月
）

（
8
）
佐
藤
和
音
氏
「
拾
遺
集
の
此
界
性
－
哀
惜
部
・
別
部
を
中
心
に
－
」
（
「
古
今
集
と

そ
の
前
後
」
風
間
書
房
　
平
成
六
年
）

（
9
）
詳
細
は
、
拙
稿
「
r
拾
遺
集
し
巻
第
二
十
哀
傷
の
釈
放
歌
群
へ
の
一
視
点
－
「
摩
詞

止
観
」
と
配
列
構
成
－
」
　
（
r
和
歌
文
学
研
究
し
第
八
十
二
号
　
平
成
十
二
年
十
二
月
）

を
御
参
照
戴
き
た
い
。

（
1
0
）
「
摩
詞
止
観
」
の
各
項
目
の
要
約
は
、
関
口
真
大
氏
r
天
台
止
観
の
研
究
し
（
岩
波
書

店
　
昭
和
四
十
四
年
）
、
新
田
雅
章
氏
r
摩
詞
止
観
」
　
（
大
蔵
出
版
　
平
成
元
年
）
、
池

田
魯
参
氏
r
詳
解
摩
討
止
観
　
研
究
註
釈
筒
」
（
大
蔵
出
版
　
平
成
九
年
）
に
よ
る
。

（
1
1
）
「
摩
詞
止
観
J
の
引
用
本
文
は
便
宜
上
原
文
で
は
な
く
関
口
莫
大
氏
r
摩
討
止
糾
し

（
岩
波
書
店
　
昭
和
四
十
一
年
）
　
の
本
文
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
望
多
田
一
臣
氏
　
「
聖
徳
太
子
－
日
本
仏
教
の
創
始
者
」
（
「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の

13



研
究
し
第
四
十
一
巻
八
号
　
平
成
八
年
七
月
）

（
堂
井
上
光
貞
氏
r
新
訂
　
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
し
（
山
川
出
版
社
　
昭
和
五
十

年
）

（
1
4
）
井
上
光
貞
氏
注
（
1
3
）
著
笛

（
ほ
）
重
松
信
弘
氏
「
浄
土
教
と
平
安
文
学
」
（
「
文
学
・
語
学
」
第
六
十
一
号
　
昭
和
四
十

六
年
九
月
）

（
摘
）
柴
佳
世
乃
氏
「
r
山
の
端
の
旦
考
－
信
仰
と
詠
歌
の
あ
い
だ
－
」
（
r
歌
わ
れ
た
風

景
」
笠
間
雷
院
　
平
成
十
二
年
）

（
望
今
井
源
衛
氏
r
花
山
院
の
生
涯
二
桜
楓
社
　
昭
和
四
十
三
年
）

（
望
木
船
重
昭
氏
r
続
古
今
和
歌
集
全
注
釈
」
（
大
学
生
　
平
成
六
年
）

（
1
9
）
中
哲
裕
氏
の
「
花
山
院
の
死
に
際
し
て
の
一
連
の
菱
送
の
儀
式
は
実
は
、
源
信
ら
二

十
五
三
昧
会
の
結
緑
衆
と
か
な
り
の
形
で
接
触
を
と
り
つ
つ
と
り
行
な
わ
れ
て
い
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
（
「
源
氏
物
語
と
二
十
五
三
昧
会
－
大
君
物
語
の
前
提
と
し

て
－
」
r
源
氏
物
語
の
探
究
　
第
十
一
輯
」
風
間
昏
房
　
昭
和
六
十
一
年
）
と
の
御
指

摘
も
、
花
山
院
と
浄
土
教
と
の
係
り
を
考
え
る
上
で
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
釣
）
園
地
寺
と
深
い
関
係
を
有
す
る
紫
式
部
の
r
紫
式
部
日
記
」
で
は
、
登
場
す
る
天
台

僧
た
ち
は
山
門
派
よ
り
も
寺
門
派
の
僧
が
多
い
と
の
柳
田
過
咲
氏
の
御
調
査
（
「
紫
式

部
と
園
城
寺
」
r
天
台
学
報
」
二
十
五
号
　
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
）
は
、
実
に
興
味

深
い
。

（
む
「
天
台
系
を
主
体
と
す
る
山
伏
の
努
力
は
寺
門
派
に
あ
っ
て
は
熊
野
修
験
を
形
成
し
、

山
門
派
に
あ
っ
て
は
葛
川
修
験
を
発
展
せ
し
め
た
」
と
の
村
山
修
一
氏
の
御
指
摘

（
「
平
安
仏
教
の
展
開
（
そ
の
こ
」
r
日
本
儒
教
史
I
　
古
代
后
」
法
蔵
館
　
昭
和
四

十
二
年
）
は
、
花
山
院
と
熊
野
或
い
は
花
山
院
と
寺
門
派
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で

注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
2
）
　
今
井
源
衛
氏
往
（
1
7
）
著
書

（
3
）
義
憤
の
よ
う
に
悟
真
か
ら
後
に
寂
真
と
改
め
る
な
ど
複
数
の
法
名
を
持
つ
人
物
や
、

ま
た
遺
命
の
よ
う
に
、
尋
輔
を
師
と
す
る
説
や
良
源
を
師
と
す
る
説
な
ど
師
弟
関
係

に
異
説
を
持
つ
人
物
も
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
が
、
今
は
こ
の
よ
う
な
系
図
と
し

て
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
2
4
）
詳
細
は
、
拙
稿
「
「
拾
遺
集
」
巻
第
五
崇
の
再
検
討
－
賀
歌
に
見
る
編
碁
意
識
－
」

（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
七
十
七
号
　
平
成
十
年
十
二
月
）
を
御
参
照
戴
き
た
い
。

（
空
こ
の
こ
と
は
、
以
前
検
討
を
試
み
た
歌
語
「
な
で
し
こ
」
や
「
飛
購
工
」
に
対
す
る

考
察
の
結
果
を
乗
付
け
る
こ
と
に
も
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
拙
稿
「
r
拾
遺

集
L
と
花
山
院
－
四
季
の
歌
材
r
な
で
し
こ
」
を
視
座
と
し
て
－
」
（
稲
賀
敬
二
先
生

編
著
「
論
考
　
平
安
王
朝
の
文
学
一
条
朝
の
前
と
後
」
新
典
杜
　
平
成
十
年
）
・

「
r
飛
騨
工
」
の
歌
考
－
r
拾
遺
集
」
花
山
院
撰
者
説
研
究
の
一
環
と
し
て
⊥
（
「
佐
賀

大
国
文
」
第
三
十
二
号
　
平
成
十
五
年
三
月
）
も
併
せ
て
御
参
照
如
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

（
2
6
）
拙
稿
注
（
2
4
）
論
文

－
こ
ん
の
・
あ
つ
こ
、
佐
賀
大
学
－
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