
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は

宗
旨
建
立
に
あ
ら
ず
国

廣

田

頼

道

は
じ
め
に

先
回
の
芝
川
１７
号
の
中
で
私
は

「建
長
五
年
四
月
二
十
八

日
は
宗
旨
建
立
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
論
文
を
載
せ
た
。
そ
の

き
っ
か
け
は
、
花
野
充
道
師
か
ら
送

っ
て
頂
い
た

「道
心
」

‐７
号
の
中
で
、
榎
木
境
道
師
が
、

宗
旨
建
立
会
法
話

「自
行
化
他
の
題
目
」

（道
心
１７
号
か
芝
川
１７
号
参
照
）

と
い
う

一
文
を
載
せ
、
そ
の
中
で

「宗
旨
建
立
」
と
い
う
理

解
と
表
現
に
明
ら
か
に
混
乱
を
来
し
て
い
る
内
容
の
為
に
、

そ
の
論
文
を
芝
川
１７
号
に
破
折
対
象
と
し
て
示
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
私
の
論
文
に
対
し
て
現
在
ま
で
榎
木
境
道
師
か

ら
の
反
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
の
主
張
を
批
判
さ
れ
、
法
門
に
関
わ
る
こ
と
で
無
言

無
視
の
姿
勢
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
。
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「道
心
」
に
載
せ
た
文
章
に
ど
う
い
う
責
任
を
と
る
の
か
、

深
く
考
え
て
貰
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
正
信
会
の
姿
勢

榎
木
境
道
師
を
庇

っ
て
言
わ
し
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
世
の

中
で
榎
木
境
道
師
だ
け
が
声
高
に

「宗
旨
建
立
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
大
石
寺
貫
首
自
身
が

「宗
旨
建
立
七
百

五
十
年
」
と
、
正
し
く
声
高
に
四
月
二
十
八
日
に
は
完
成
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
建
築
許
可
申
請
出
し
忘

れ
か
ら
十
月
に
ズ
レ
こ
ん
だ
奉
安
堂
建
立
と
、
登
山
会
成
功

と
、
折
伏
ノ
ル
マ
、
抱
き
合
せ
で

「宗
旨
建
立
」

Ｅ
奮
日
建

立
」
と
大
合
唱
な
の
で
あ
り
ま
す
。
片
や
正
信
会
に
お
い
て

も
、

「宗
旨
建
立
」
と
い
う
発
言
が
継
命
新
聞
や
地
方
誌
の

中
で
個
々
の
考
え
方
か
ら
不
統

一
で
出
て
く
る
。

「宗
旨
建
立
」

「立
教
開
宗
」
で
は
意
味
す
る
も
の
が
違

う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「宗
旨
建
立
」
と
言

っ
た
方
が
重
々

し
く
重
大
な
感
覚
が
す
る
の
で
、
あ
ま
り
深
く
考
え
る
こ
と

も
な
く
適
当
に
言

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
が
批
判

し
た
き
っ
か
け
は
榎
木
境
道
師
の
論
文
だ
が
、
大
石
寺
貫
首

が

「宗
旨
建
立
」
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
し
て
い
る
な
ら

ば
、
こ
う
い
う
理
由
で

「宗
旨
建
立
」
こ
そ
が
正
し
い
と
破

折
の
論
文
を
出
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
何
故
、
同
じ

「宗
旨
建
立
」
を
唱
え
る
同
門
の
僧
侶
を

庇

っ
て
あ
げ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
貫
主
も
貫
主
以
外
の
人
間

も

「道
心
」
の
仲
間
も
、
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

正
信
会
の
人
々
も
本
当
に

「宗
旨
」
が
四
月
二
十
八
日
に

あ
る
か
ど
う
か
良
く
考
え
て
発
言
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
う
。
し
か
し
、
こ
の

「宗
旨
」

Ｅ
不
教
」
の
表
現
の
混
乱

は
、
現
在
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

昔
の
書
物
を
読
ん
で
い
て
も

コ
立
心ホ
を旦
言
口」

「立
教
開
宗
」

「を示
』日
薇
壼
工
」

「立
宗
会
」
含
不
制
宗
規
の
文
章
）

「建
宗
会
」

訂行 ヤキ京本

〓
な
ス

月
百

ん́
朝

島

”
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（こ
の
図
は
四
十
年
余
り
前
、
過
去
帳
の
最
後
頁
に
印
刷
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
）

昭
和
二
十
七
年
、
御
書
全
集
の
序
文
と
し
て
示
し
た
堀
日

亨
上
人
の
言
葉
は
、

聖
祖
建
宗
七
百
年

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
以
外
に
も
呼
称
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
っ

た
く
不
統

一
に
表
現
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
蓮
正
宗
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
分
り
ま
せ
ん

が
、　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
を
唯

一
説
く
所
の
日
蓮
大
聖
人
様

の
宗
旨
が
い
つ
立
て
ら
れ
、
ど
こ
に
顕
わ
さ
れ
た
の
か
も
見

失
い
、
分
ら
な
い
人
々
の
集
り
に
な
り
果
て
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

「宗
旨
」
が
何
か

「宗
旨
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
分
ら

な
い
で
成
仏
を
願
い
、
折
伏
し
、
広
宣
流
布
を
求
め
る
こ
と

が
、
い
か
に
無
謀
な
こ
と
か
、
こ
の
際
、
良
く
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
正
宗
の
僧
侶
は
、
正
面
か
ら
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
こ
と
を
無
視
し
た
り
、
群
れ
て
意
見
を
述
べ
る
者
を
蔑

ん
だ
り
し
て
時
間
の
流
れ
の
中
で
有
耶
無
耶
に
す
る
政
治
家

や
官
僚
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
視
で

も
蔑
み
で
も
な
く
、
自
分
に
純
真
に
研
鑽
し
正
邪
を
識
別
し

よ
う
と
す
る
信
仰
が
な
い
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
大
事
な
こ
と
が
あ
る
と
批
判
す
る
人

間
も
い
る
が
、
Ａ
の
人
が
大
事
と
考
え
る
こ
と
と
Ｂ
の
人
が

大
事
と
考
え
る
こ
と
を
比
べ
て
順
番
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
出

来
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

榎
木
境
道
師
も
、
大
石
寺
の
貫
主
は
じ
め
た
く
さ
ん
の
人
々
、

又
正
信
会
の
人
々
で
異
論
を
唱
え
る
人
も
、
論
文
に
整
理
し

て
反
論
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
。
で
も

「宗
旨
建
立
」
の
発

言
は
平
気
で
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
そ
の
発
言
の
根
底
に
正

当
な
論
拠
が
あ
る
の
か
…
…
。

こ
ん
な
人
々
の
中
で
、
先
回
の
私
の
論
文
に
対
し
て
二
名

の
芝
川
読
者
の
御
信
者
さ
ん
が
破
折
の
手
紙
を
送

っ
て
く
れ

た
。御

住
職
に
、
少
々
御
聞
き
し
た
く
思
い
ま
す
。

毎
日
毎
日
、
私
は
ど
う
し
て
も
納
得
し
か
ね
て
お
り
ま
す
。

諌
暁
八
幡
抄
　
　
五
八
五
Ｐ
　

一
行
日

今
日
蓮
は
去
ぬ
る
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
よ
り

清
澄
寺
大
衆
中
　
　
八
九
四
Ｐ
　
四
行
日
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建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
安
房
の
国
東
條
の
郷
清
澄
寺
道

善
の
房
持
佛
堂
の
南
面
に
し
て
浮
園
房
と
申
す
者
並
び
に
少

少
の
大
衆
に
こ
れ
を
申
し
は
じ
め
て

聖
人
御
難
事
　
一
一
八
九
Ｐ
　
二
行
日

此
の
郡
の
内
清
澄
寺
と
申
す
寺
の
諸
佛
坊
の
持
佛
堂
の
南

面
に
し
て
午
の
時
に
此
の
法
門
申
し
は
じ
め
て
今
に
二
十
七

年
、
弘
安
二
年
な
り
、
佛
は
四
十
餘
年
、
天
台
大
師
は
三
十

餘
年
、
伝
教
大
師
は
二
十
餘
年
に
出
世
の
本
懐
を
遂
げ
給
う

…
…
余
は
二
十
七
年
な
り

大
聖
人
様
は
、
は
っ
き
り
と
立
訳
て
お
ら
れ
る
の
に
、
ど

う
し
て
出
世
の
本
懐
と
、
イ
コ
ー
ル
に
成
る
の
で
し
ょ
う
か
。

佛
法
の
法
軌
を
違
え
る
事
は
ル
ー
ル
違
反
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

四
菩
薩
造
立
抄
　
　
九
八
九
Ｐ
　
九
行
目

私
な
ら
ざ
る
法
門
を
僻
案
せ
ん
人
は
偏
に
天
魔
波
旬
の
共

の
身
に
入
り
替
り
て
人
を
し
て
自
身
と
も
に
無
間
大
城
に
堕

つ
べ
き
に
て
候
つ
た
な
し
つ
た
な
し
。

明
確
な
解
答
は
御
書
の
何
処
に
有
る
の
で
し
よ
う
か
。
教

え
て
戴
き
た
く
存
じ
ま
す
。

個
人
名
は
論
の
筋
道
と
違
う
こ
と
な
の
で
内
容
だ
け
を
こ

こ
に
そ
の
ま
ま
載
せ
ま
す
。
二
人
と
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
す

の
で

一
つ
だ
け
に
留
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

私
は
嬉
し
か
っ
た
。
大
石
寺
の
貫
主
は
じ
め
、
多
く
の
坊

さ
ん
さ
え
も
勇
気
な
く
出
来
な
い
こ
と
を
示
し
て
く
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
手
紙
を
頂
い
て
な
ん
と
し
て
も
、　
一
歩
深
め
て

整
理
し
て
こ
の
こ
と
を
再
度
示
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考

え
、
今
回
筆
を
執
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
と
宗
旨
の
違
い

中
村
　
一九
　
著

仏
教
語
大
辞
典
　
６４５
Ｐ

【宗
教
】
①
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
見
解

（宗
）
を
説
く
教
え
。

系
統
。
部
門
。
②
言
語
で
は
表
示
さ
れ
な
い
究
極
の
真
理
と
、

そ
れ
を
人
に
伝
え
る
た
め
の
教
え
。
宗
と
教
え
。
③
自
己
が

奉
ず
る
教
え
。
宗
旨
。
④
教
宗
と
も
い
う
。

【宗
旨
】
①
根
本
の
趣
意
。
②
禅
宗
で
は
仏
法
の
お
お
も
と
。

如
来
禅
の
生
粋
の
と
こ
ろ
。
根
本
思
想
。
ま
た
は
修
行
の
よ

り
ど
こ
ろ
。
③

一
つ
の
宗
派
の
教
理
や
宗
義
の
要
旨
。
主
旨

と
す
る
教
え
。
④
俗
に

一
つ
の
宗
派
を
い
う
。

イ
ン
ド
仏
教
の
最
高
権
威
と
評
さ
れ
る
中
村
元
氏
に
し
て

も
、
別
々
の
項
目
を
挙
げ
乍
、

「宗
教
」
も

「宗
旨
」
も
同
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じ
様
な
表
現
を
並
べ
て
い
る
が
、
か
ろ
う
じ
て

「宗
教
」
の

①
に
あ
げ
ら
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
見
解
を
説
く
教
え
。

系
統
。
部
門
。

「宗
旨
」
の
①
根
本
の
趣
意
。
③

一
つ
の
宗

派
の
教
理
や
宗
義
の
要
旨
。
主
旨
と
す
る
教
え
。
に
、

「宗

教
」
と

「宗
旨
」
の
相
違
点
が
見
出
せ
る
。

辞
典
と
い
う
言
葉
の
数
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
も

あ
る
の
だ
ろ
う
が
中
村
さ
ん
の
記
述
よ
り
も
、
私
は
、
音
し

か
ら
の
日
本
人
の
表
現
感
覚
の
方
が
、
た
し
か
だ
と
思
え
る
。

昔
し
か
ら
日
本
人
は
、
相
手
の
人
の
宗
教
を
尋
ね
る
時
に

「御
宅
の
宗
旨
は
？
」

と
聞
い
た
。

つ
ま
り
、
仏
教
伝
来
よ
り
今
日
迄
、
真
言
宗
、
浄
土
宗
、

禅
宗
、
日
蓮
宗
と
、
種
々
の
宗
教
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と

え
ば
念
仏
宗
に
は
大
別
し
て
浄
土
宗

（法
然
）
、
浄
土
真
宗

（親
鸞
）
、
時
宗

（
一
遍
）
と
分
派
し
て
い
ま
す
。
門
外
漢
か

ら
見
れ
ば
念
仏
宗
と
い
う
宗
教
は
ど
れ
も
い
っ
し
ょ
に
見
え

ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派

（宗
旨
）
の
人
に
と
っ
て
は
、

絶
対
に
組
み
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
故
に
分
裂

（分
派
）

し
た
の
で
あ
り
、
他
派
は
他
宗
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
教
え
の
解
釈
も
価
値
観
も
目
的
観
も
違
う
。
だ
か
ら
日

本
人
は
そ
う
い
う
い
き
さ
つ
を
考
慮
し
、
尊
重
し
て

「あ
な
た
の
宗
旨
は
何
で
す
か
？
」

と
尋
ね
る
の
で
あ
り
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
を
唱
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
同

じ
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
。
自
分
達
の
宗
旨

（心
）
は
こ
う

い
う
も
の
な
ん
だ
と
い
う
の
が
教
化
折
伏
す
る
核
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
宗
教
は
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
て
、
依
経
論
は

「無
量
義
経
」

「阿
弥
陀
経
」

「観
無
量
寿
経
」

「浄
土
論
」

と
い
う
山
の
裾
野
は
宗
教
。

山
の
頂
上
は
宗
旨
。
宗
教
が

詮
じ
詰
め
ら
れ
て
行
っ
た
エ

キ
ス
が
宗
旨
、
宗
教
に
支
え

ら
れ
宗
教
と
離
れ
て
は
な
り

た
た
な
い
け
れ
ど
も
、
宗
教

が
同
じ
だ
か
ら
と
言
っ
て
宗

旨
が
い
っ
し
よ
だ
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
関

係
が
宗
旨
と
宗
教
の
関
係
で

あ
り
相
異
点
な
の
で
あ
り
ま

す
。
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次
に
、
で
は
宗
教
が
詮
じ
詰
め
ら
れ
弁
証
的
に
宗
旨
が
導

き
出
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
従
因
至
果

（本
果
妙
）
と
従
果
向
因

（本
因
妙
）
の
関
係
の
様
に
、
宗

教
の
上
に
宗
旨
が
乗

っ
て
い
る
の
で
な
く
、
宗
旨
を
根
本
と

し
て
宗
教
が
あ
る
と
と
ら
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
旨
と
宗
教
は
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
関
係
で
あ
り
乍

頂
上
と
裾
野
、
過
程
と
目
的
ほ
ど
違
う
も
の
な
の
で
あ
り
、

宗
旨
が
な
く
て
は
そ
の
信
仰
の
核
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
華
が

「宗
教
」
な
ら
ば
種
が

「宗
旨
」
と
い
う
Ａ
図
か
ら
Ｂ
図
へ
発
想
の
転
換
が
な
さ
れ
、

宗
旨
が
柱
と
な

っ
て
宗
教
に
貫
か
れ
て
い
て
こ
そ
信
仰
が
成

立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
の
五
綱
と
宗
旨
の
三
箇

日
蓮
正
宗
の
教
義
体
系
の
中
で
、
仏
法
を
弘
め
る
に
あ
た
っ

て
必
ず
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
規
範
と
し
て
、
教

機
、
時
、
国
、
教
法
流
布
の
先
後
の
五
つ
を
あ
げ
ま
す
。

こ
れ
を
宗
教
の
五
綱
と
言
い

教
機
時
国
抄

（全
４３８
）
　

曽
谷
入
道
等
許
御
書

（全
‐０２６
）

等
に
意
味
す
る
概
念
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
宗
教
は

山
裾
の
基
本
的
規
範
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
五
綱

の
意
味
は
、
個
々
調
べ
て
貰
え
ば
分
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で

は
述
べ
ま
せ
ん
。

宗
旨
の
三
箇
は
三
秘
、
三
大
秘
法
と
い
わ
れ
ま
す
。

本
門
の
本
尊

本
門
の
題
目

本
門
の
戒
壇

が
日
蓮
正
宗
の
宗
旨
の
三
秘
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
日
蓮
正
宗
は
何
を
根
本
と
し
て
存
在
す
る
の
か
？
　
ア」
れ

な
く
し
て
は
日
蓮
正
宗
と
は
言
え
な
い
と
い
う
の
が
宗
旨
な

の
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
四
月
二
十
八
日
に

「宗
旨
」
を
見
出
す
こ
と
が
出

来
る
か
と
考
え
る
と
。

四
月
二
十
八
日
は
佐
前
で
あ
り
。

四
月
二
十
八
日
に
は
文
上
は
あ
っ
て
も
文
底
は
な
い
。

四
月
二
十
八
日
に
は
法
華
経
身
読

（法
難
等
）
が
な
い
。

四
月
二
十
八
日
に
は
宗
旨
の
三
箇
は
な
い
。
受
持
の
師
弟

一

箇
す
べ
き
弟
子
、
信
者
も
い
な
い
。

四
月
二
十
八
日
に
は
真
言
宗
、
天
台
宗
批
判
が
な
い
。

の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り

「宗
旨
」
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

出
世
の
本
懐
と
宗
旨
が
何
故
イ
コ
ー
ル
か
と
の
質
問
の
手
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紙
が
あ
り
ま
し
た
が
、

日
蓮
大
聖
人
様
は

「余
は
二
十
七
年
な
り
」

（聖
人
御
難
事

‐１８９
Ｐ
）

と
出
世
の
本
懐

（
一
大
事
因
縁
）
を
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
出
世
の
本
懐
と
し
て
熱
原
法
難
を
機
縁
と
し
て

一
切
衆
生

成
仏
の
確
証
を
得
、
宗
旨
の
三
秘
で
あ
る
本
門
の
本
尊
を
顕

わ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
出
世
の
本
懐

（
一
大
事
因

縁
）
イ
コ
ー
ル
宗
旨
と
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

出
世
の
本
懐

（詮
じ
詰
め
ら
れ
た
法
）
が
宗
旨
で
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
華
経
身
読
の
生
涯
は
何
ん
の
為

に
必
要
だ

っ
た
の
か
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま

す
。

日
蓮
大
聖
人
様
は
生
れ
て
来
る
前
か
ら
仏
な
の
か
、
生
れ
て

来
て
か
ら
仏
に
な

っ
た
の
か
。

反
論
の
手
紙
を
頂
い
た
時
に
、
私
は
、
こ
の

「宗
旨
」
と

「宗
教
」
の
混
乱
と
履
き
違
え
と
い
う
の
は
、
実
は

「宗
旨
」

と

「宗
教
」
の
解
釈
、
理
解
の
ま
ち
が
い
で
な
く
、
そ
の
源

流
は
、
日
蓮
大
聖
人
様
は
生
れ
て
く
る
前
か
ら
仏
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
人
々
が
、
こ
の
信
心
を
し
て
い
る
中
に
沢
山
い

て
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
に
宗
旨
が
建
立
さ
れ
た
と
不

統

一
に
教
え
ら
れ
た
事
を
単
純
に
信
じ
考
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
え
て
来
ま
し
た
。

日
蓮
大
聖
人
様
は
久
遠
元
初
か
ら
仏
で
あ
る
。
又
は
、
仏

が
承
久
四
年
二
月
十
六
日
に
産
れ
て
来
た
。
だ
か
ら
建
長
五

年
四
月
二
十
八
日
に
は
、　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
が
全
て
日
蓮

大
聖
人
様
の
御
内
証
に
は
揃

っ
て
い
て
、
後
は
衆
生
を
教
化

す
る
方
便
と
し
て
法
難
の
日
々
を
演
技
し
竜
の
口
や
佐
渡
や

身
延
の
苛
酷
な
生
活
の
中
で
死
と
背
中
合
せ
で
正
法
の
為
に

生
き
た
こ
と
も
、
皆
ん
な
元
々
作
ら
れ
た
仏
と
し
て
の
方
便

の
振
舞
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
宗
旨
は
久
遠
元
初

で
あ
り
、
四
月
二
十
八
日
は
必
要
が
な
い
。
又
は
、
二
月
十

六
日
に
産
れ
て
来
た
時
に
内
証
と
し
て
宗
旨
を
所
持
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
も
教
義
と
し
て
成
立
す
る
信
心
だ
と
い

う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

た
し
か
に
身
延
日
蓮
宗
は
四
月
二
十
八
日
を

「立
教
開
宗
」

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
等
が
言
う
立
教
開
宗
は
、

こ
の
日
が
日
蓮
宗
の
産
ま
れ
た
日
だ
と
い
う
意
味
の
立
教
開

宗
で
あ
り
ま
す
。
宗
旨
は
正
、
像
、
末
の
末
法
思
想
を
完
全

に
無
視
し
て
釈
尊
を
仏
と
し
て
拝
す
る
な
ら
ば
、
釈
尊
が
法

華
経
を
説
き
始
め
た
時
点
が
何
年
何
月
何
日
か
は
分
り
ま
せ
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ん
が
、
そ
の
日
が
宗
旨
建
立
と
し
て
身
延
日
蓮
宗
の
教
義
が

成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
様
が
生
れ
る
前
か
ら
仏
で
あ
り
、
仏
が
生
れ

て
来
た
。
生
れ
た
時
か
ら
内
証
と
し
て
、
全
て
の
法
を
所
持

遊
ば
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
な
い
と
承
久
四
年
二
月
十
六
日

か
ら
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
迄
は
仏
な
の
か
凡
夫
な
の
か

整
理
不
能
で
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
な
に
し
ろ

生
れ
る
前
か
ら
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
、
日
蓮
正
宗
の

中
に
根
強
く
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
の
考
え
方
は
日
蓮
大
聖
人
様
の
示
し
た
法
門
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

法
華
経

「方
便
品
」
に

一
大
事
因
縁
と
示
し
、
そ
の
内
容

に
開
示
悟
入
を
具
体
的
に
説
き
ま
す
。
何
ん
の
為
に
釈
尊
は

こ
の
世
の
中
に
生
れ
て
来
た
の
か
。
生
れ
て
こ
な
け
れ
ば
い

け
な
い

一
大
事
因
縁
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
十
界
互
具
の

一
切

衆
生
の
生
命
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
の
生
命
が
備
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
開
い
て
知
ら
し
め
る
為
に
釈
尊
は
こ
の
世
の
中

に
ど
う
し
て
も
生
れ
て
来
ら
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
ん
だ
と
説

く
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
思
い
は
、
寿
量
品
の
結
び
の
経
文
で
あ
る

毎
自
作
是
念
　
以
我
令
衆
生
　
得
入
無
上
道
　
速
成
就
佛
身

と
相
通
じ
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
が
こ
の
世
の
中
に
生
れ
て
来
る
理
由
と
目
的
は

一
切
衆

生
の
成
仏
の
法
を
示
す
為
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

内
証
で
は

一
切
衆
生
と
の
関
わ
り
が
な
く
宗
旨
と
は
言
え
な

い
。
衆
生
に
具
体
的
に
身
を
持

っ
て
手
本
と
し
て
示
し
て
こ

そ
宗
旨
な
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
だ
け
の
悟
り

（内
証
）
で
は

出
世
の
本
懐

（宗
旨
）
で
は
な
く
、
師
弟

一
箇
し
て
こ
そ
宗

旨
な
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
の
教
え
は
、
ど
こ
ま
で
も
仏
が
主
人
公
で
あ
り
、
衆

生
に
法
を
教
え
、
導
い
て
や
る
、
救

っ
て
や
る
と
い
う
構
成

で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
釈
尊
は
、
法
華
経
を
説
い
て
も
法

華
経
の
行
者
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
は
、
衆
生
が
主
人
公
で
あ
り
、　
一
切

衆
生
が
成
仏
す
る
為
の
生
き
た
手
本
を
示
す
の
が
仏
で
あ
る

と
い
う
構
成
な
の
で
あ
り
ま
す
。

故
に
日
蓮
大
聖
人
様
は
生
れ
る
前
か
ら
仏
で
あ
っ
た
と
な

れ
ば
、
本
果
妙
の
釈
尊
の
教
え
と
同
じ
と
な
り
、
仏
と
衆
生

の
関
係
は
、
各
別
、
差
別
、
上
下
関
係
の
教
え
と
な
り
、
仏

は
手
の
届
か
な
い
天
上
人
で
あ
り
、
衆
生
は
泥
の
中
で
這
い

つ
く
ば
る
立
場
で
、
成
仏
に
手
の
届
か
ぬ
絶
望
と
挫
折
を
衆

生
に
自
覚
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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つ
ま
り
、
末
法
荒
凡
夫
の

一
切
衆
生
を
救
う
仏
の
資
格
は
無

く
、
そ
こ
に
本
因
妙
の
法
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
様
自
身
が

不
軽
菩
薩
は
所
見
の
人
に
於
て
仏
身
を
見
る
、
悉
達
太
子
は

人
界
よ
り
仏
身
を
成
ず

「観
心
本
尊
抄
」
（全
集
２４２
Ｐ
）

と
し
て
、
あ
く
ま
で
も

一
切
衆
生
が
凡
夫
と
し
て
成
仏
す
る

手
本
こ
そ
が

一
切
衆
生
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
大
切
で
あ

る
と
い
う
考
え
を
堅
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
様
が
、
天
台
大
師
が

「法
華
玄
義
」
で
本
因

妙
の
出
所
と
し
て
示
し
た
法
華
経
寿
量
品
の

「我
本
行
菩
薩
道
」

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て

寿
量
品
に
云
く

「是
く
の
如
く
我
成
仏
し
て
よ
り
己
来
甚
大

に
久
遠
な
り
寿
命

。
無
量
阿
僧
祇
劫

・
常
住
に
し
て
滅
せ
ず

諸
の
善
男
子

・
我
本
書
薩
の
道
を
行
じ
て
成
ぜ
し
所
の
壽
命

今
猶
未
だ
尽
き
ず
復
上
の
数
に
倍
せ
り
」
等
云
々
　
此
の
経

文
は
仏
界
所
具
の
九
界
な
り
。「観

心
本
尊
抄
」
（全
集
２４０
Ｐ
）

と
釈
尊
も
人
間

（菩
薩
）
の
時
が
あ
っ
た
ん
だ
と
示
し
乍
、

自
分
だ
け
は
釈
尊
よ
り
勝
る
別
格
の
本
仏
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
自
己
矛
盾
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

久
遠
元
初
本
因
妙
の
本
仏
は
、
久
遠
元
初
か
ら
仏
で
あ
り

凡
夫
だ

っ
た
時
は
な
い
と
い
う
教
え
だ

っ
た
な
ら
ば
、
本
果

妙
の
法
よ
り
も
本
因
妙
を
口
で
言
い
乍
、
救
い
の
な
い
、　
一

切
衆
生
に
成
仏
の
救
い
の
道
を
示
す
こ
と
の
出
来
な
い
教
え

に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
様
は

日
蓮
聖
人
は
御
経
に
と
か
れ
て
ま
し
ま
す
が
如
く
ば
久
成
如

来
の
御
使
、
上
行
菩
薩
の
垂
述
、
法
華
本
門
の
行
者
、
五
五

百
歳
の
大
導
師
に
て
…
…
　
　
「頼
基
陳
状
」

（全
集

‐１５７
Ｐ
）

等
に
示
さ
れ
る
様
に
、
上
行
菩
薩
の
再
誕
と
自
称
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
三
国
四
師
の
系
譜
と
同
様
に
、
法
華
経
の
正
統
を

法
華
経
の
会
座
に
て
付
属
を
受
け
末
法
に
伝
え
る
者
で
あ
る

と
い
う
、
正
統
性
を
示
す
為
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
も
う

一

つ
、
後
年
に
な

っ
て
日
蓮
大
聖
人
様
は
常
不
軽
菩
薩
の
承
継

を
示
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧
持
品
、
今
の
勧
持
品
は
過
去
の
不

軽
品
な
り
、
今
の
勧
持
品
は
未
来
は
不
軽
品
為
る
可
し
、
其

の
時
は
日
蓮
は
即
ち
不
軽
書
薩
為
る
可
し
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「寺
泊
御
書
」
（全
集
９５４
Ｐ
）

勧
持
品
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
様
は
特
に
最
後
の
二
十
行
の

偶
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
二
十
行
の
偶

は
、
文
頭
に

唯
願
わ
く
は
慮
い
し
た
も
う
為
か
ら
ず
　
仏
の
滅
度
の
後
の

恐
怖
悪
世
の
中
に
於
い
て
我
等
当
に
広
く
説
く
べ
し

「法
華
経
開
結
」
（６３
Ｐ
）

と
示
さ
れ
、
釈
尊
の
説
法
で
な
く
、
衆
生
の
側
の
、
そ
れ
も

釈
尊
滅
後
、
我
々
は
こ
う
い
う
信
心
の
生
き
方
を
し
て
行
き

ま
す
と
い
う
誓
状
と
し
て
こ
の
経
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
経
文
の
中
に
、
日
蓮
大
聖
人
様
が
御
書
の
中

に
再
々
引
用
さ
れ
る
所
の

諸
の
無
智
の
人
の
悪
口
罵
詈
等
し
及
び
刀
杖
を
加
う
る
者
有

ら
ん
我
等
皆
当
に
忍
ぶ
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
同

（６３
Ｐ
）

悪
鬼
其
の
身
に
入
り
て
我
を
罵
詈
毀
辱
せ
ん
　
我
等
仏
を
敬

信
し
て
、
当
に
忍
辱
の
鎧
を
著
る
べ
し
　
　
　
同

（６５
Ｐ
）ひ

ん

』
め
方
便
　
随
宜
諸
説
の
法
を
知
ら
ず
し
て
　
悪
回
し
て
輩

盛
し
　
数
数
見
擦
出
せ
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
同

（６５
Ｐ
）

等
の
経
文
も
全
て
衆
生
の
側
か
ら
仏
に
対
す
る
誓
い
な
の
で

あ
り
ま
す
。

前
記

「寺
泊
御
書
」
と
同
趣
旨
で

「顕
仏
未
来
記
」
に
は
、

此
の
人
は
守
護
の
力
を
得
て
、
本
門
の
本
尊
妙
法
蓮
華
経
の

五
字
を
以
て
閣
浮
提
に
広
宣
流
布
せ
し
め
ん
か
。
例
せ
ば
威

音
王
仏
の
像
法
の
時
、
不
軽
菩
薩
、
我
深
敬
等
の
二
十
四
字

を
以
て
彼
の
土
に
広
宣
流
布
し

一
国
の
杖
木
等
の
大
難
を
招

き
が
如
し
。
彼
の
二
十
四
字
と
此
の
五
字
と
其
の
語
殊
な
り

と
雖
も
其
の
意
是
れ
同
じ
。
彼
の
像
法
の
末
と
是
の
末
法
の

初
と
全
く
同
じ
。
彼
の
不
軽
菩
薩
は
初
随
喜
の
人
、
日
蓮
は

名
字
の
凡
夫
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（全
集

５０７
Ｐ
）

と
示
さ
れ
、
ま
さ
し
く

凡
夫
の
生
命
の
ま
ま
改
め
ず
し
て
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏

な
り

当
位
即
妙
本
有
不
改
の
成
仏
を
立
て
、
歴
劫
修
行
、
灰
身
滅

智
の
信
行
成
仏
を
否
定
し
て
、
勧
持
品
の
内
容
と

我
深
く
汝
等
を
敬
う
　
敢
え
て
軽
慢
せ
ず

所
以
は
何
ん

汝
等
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て

当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し

の
常
不
軽
菩
薩
の
修
行
の
内
容
を
合
せ
て
、
末
法
に
於
け
る

成
仏
の
姿
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
引

用
し
た

「寺
泊
御
書
」

（９５４
Ｐ
）
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
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る
の
で
あ
り
ま
す
。

「彼
の
二
十
四
字
と
此
の
五
字
と
其
の
話
殊
な
り
と
雖
も
其

の
意
是
れ
同
じ
。
」

の
意
味
も
、
私
は
、
二
十
四
文
字
を
意
訳
す
れ
ば
、

私
は
深
く

一
切
衆
生
を
尊
敬
し
ま
す
。　
一
切
衆
生
を
見
下
げ

る
様
な
慢
心
は
持
ち
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
、

一
切
衆
生
は
、
皆
法
華
経
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
菩
薩
と

し
て
信
心
修
行
に
精
進
す
れ
ば
、
皆
等
し
く
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
仏
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
す
。

と
な
り
ま
す
。
は
じ
め
の

私
は
深
く

一
切
衆
生
を
尊
敬
し
ま
す
。
…
…
慢
心
は
持
ち

ま
せ
ん
。

は
、
法
華
経
の
方
便
品
に
お
け
る
、　
一
切
衆
生
と
仏
の
絶
対

の
平
等
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
後
半
の

「そ
の
理
由

は
」
の
後
の
条
文
は

寿
量
品
の

一
切
衆
生
は
皆
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
の
生
命
を

平
等
に
持
ち
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
信
心
修
行
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
等
し
く
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
に
な
る
こ
と
が

出
来
る
。

と
い
う
前
半
の
絶
対
の
平
等
と
後
半
に
そ
の
平
等
の
理
念
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
仏
性
は
、
天
台
の
本
覚
思
想
に
流
れ
る
、

一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
を
し
て
い
て
も
、

い
つ
か
は
仏
に
な
れ
る
の
だ
か
ら
、
何
ん
で
も
あ
り
の
何
ん

で
も
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
感
覚
の
も
の
で
は
な
く
、
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
縁
、
信
心
、
修
行
と
い
う
も
の
に
触
れ
な
い
限

り
は
そ
の
仏
性
は
無
い
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、
十
界
互
具
、

仏
性
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
意
味
内
容
が
日
蓮
大
聖
人
様
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の

題
目
の
中
に
入
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ

「彼
の
二
十
四
字
と
此
の
五
字
と
其
の
語
殊
な
り
と
雖
も
斯

の
意
是
れ
同
じ
」

と
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
よ
り
二
十
八
年
の
歳
月
が
流
れ

た
弘
安
三
年
十
月
に
示
さ
れ
た

「諌
暁
八
幡
抄
」
に
は

已
に
仏
記
の
五
五
百
歳
に
当
た
れ
り
。
天
台
伝
教
の
御
時
は

時
い
ま
だ
来
た
ら
ざ
り
し
か
ど
も
、　
一
分
の
機
あ
る
故
に
、

少
分
流
布
せ
り
。
何
に
況
や
今
は
己
に
時
い
た
り
ぬ
。
設
ひ

機
な
く
し
て
水
火
を
な
す
と
も
い
か
で
か
弘
通
せ
ざ
ら
む
。

只
不
軽
の
ご
と
く
大
難
に
値
う
と
も
流
布
せ
ん
こ
と
を
疑
い

な
か
る
べ
き
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（全
集
５８５
Ｐ
）
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と
示
さ
れ
、
折
伏
、
修
行

（勧
持
品
、
常
不
軽
品
）
生
命
に

及
ぶ
法
華
経
身
読
の
生
き
方
が
あ

っ
て
こ
そ

一
切
衆
生
の
仏

性
が
開
示
悟
入
さ
れ
て
、

一
切
衆
生
成
仏

（広
宣
流
布
）
が

大
地
を
的
と
し
て
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
完
全
に

折
伏
す
べ
き
宗
旨
が
熱
原
の
法
難
に
よ
っ
て
示
し
、
立
て
ら

れ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

年
代
は
文
永
九
年
五
月
に
も
ど
り
ま
す
が
、
鎌
倉
の
女
性

信
徒
が
佐
渡
の
日
蓮
大
聖
人
様
に
正
法
の
教
示
を
求
め
旅
を

し
て
来
ま
す
。

此
の
女
人
を
ば
影
の
身
に
そ
う
が
ご
と
く
ま
ほ
り
給
う
ら
ん
。

日
本
第

一
の
法
華
経
の
行
者
の
女
人
な
り
。
故
に
名
を

一
つ

つ
け
た
て
ま
つ
り
て
不
軽
菩
薩
の
義
に
な
ぞ
ら
え
ん
。
日
妙

聖
人
等
云
云
。
相
州
鎌
倉
よ
り
北
国
佐
渡
の
国
、
其
の
中
間

一
千
余
里
に
及
べ
り
。
山
海
は
る
か
に
へ
だ
て
、
山
は
峨
峨
、

海
は
涛
涛
、
風
雨
時
に
し
た
が
う
事
な
し
。

「日
妙
聖
人
御
書
」

（全
集

‐２‐７
Ｐ
）

つ
ま
り
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
、
女
性
の
身
で
あ
り
乍
、

生
命
を
亡
く
す
危
険
も
越
え
て
正
法
の
教
示
を
求
め
て
旅
し

て
来
た
。
そ
の
身
軽
法
重
の
姿
に
不
軽
菩
薩
の
姿
を
見
て
日

妙
聖
人
の
名
前
を
与
え
た
。
日
蓮
大
聖
人
様
が
末
法
の
法
華

経
の
行
者
と
し
て
の
成
仏
の
姿
と
い
う
も
の
を
こ
の
様
に
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
る
の
で
あ
り
ま
す
。

同
様
に

「崇
峻
天
皇
御
書
」
に
は

一
代
の
肝
心
は
法
華
経
、
法
華
経
の
修
行
の
肝
心
は
不
軽
品

に
て
候
な
り
、
不
軽
菩
薩
の
人
を
敬
い
し
は
い
か
な
る
事
ぞ
、

教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ

（全
集

‐１７４
Ｐ
）

と
示
さ
れ
、
も
ち
ろ
ん

「人
の
振
舞
」
と
は
欲
望
に
さ
い
な

ま
れ
、
流
さ
れ
る
、
妙
法
の
縁
を
持
た
な
い
世
間
の
人
の
振

舞
い
や
人
格
的
道
徳
的
生
き
方
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
世
の
中
に
生
れ
た
以
上
は
、
真
実
の
南
無
妙

法
蓮
華
経
の
法
に
縁
し
て
不
軽
菩
薩
の
二
十
四
字
の
経
文
が

意
味
す
る
所
の
十
界
互
具
の
生
命
を
自
覚
し
て
成
仏
出
来
る

生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
人
の
振
舞

い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
弘
安
二
年
の
熱
原
法
難
を
通
し
て
無
知
文
盲

を
余
儀
無
く
さ
れ
る
百
姓
の
生
活
の
中
で
日
興
上
人
の
過
去

の
四
十
九
院
、
実
相
寺
の
縁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
折
伏
に
よ
っ

て
入
信
し
、
日
蓮
大
聖
人
様
に
直
接
あ

っ
た
こ
と
も
な
い
、

御
本
尊
の
下
附
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
々
が
、
自
分
達

の
様
な
立
場
の
人
間
で
も
必
ず
成
仏
す
る
こ
と
の
出
来
る
こ

と
を
説
き
示
さ
れ
た
唯

一
の
妙
法
を
信
じ
、
修
行
し
、
斬
首
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の
恐
怖
、
痛
み
、
苦
し
み
、
悲
し
み
を
越
え
て
、
南
無
妙
法

蓮
華
経
の
御
題
目
を
唱
え
乍
貫
き
通
し
、
生
き
抜
い
た
の
で

あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
、
日
蓮
大
聖
人
様
は
、
竜
の
日
の
首
の
座
で
の
自

分
の
信
仰
の
思
い
と
同
じ
思
い
を
熱
原
の
百
姓
が
共
有
し
得

た
。
人
法

一
箇
の
法
華
経
の
行
者
の
師
弟

一
箇
が
そ
こ
に
成

し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
感
応
し
、
弘
安
二
年
の
本
尊
を
建
立

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

仏
だ
け
の
出
世
の
本
懐
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

前
に
も
述
べ
た
様
に
、
仏
の
本
懐
は

一
切
衆
生
の
成
仏
で
あ

り
ま
す
か
ら
、　
一
切
衆
生
を
想
起
さ
せ
る
弟
子
の
存
在
が
な

け
れ
ば
、
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
が

「観
心
本
尊
抄
送
状
」
の
中
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
ま
す
。

仏
滅
後
二
千
三
百
二
十
余
年
末
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
、
困

難
を
顧
み
ず
五
五
百
歳
を
期
し
て
之
を
演
説
す
乞
い
願
く
ば

一
見
を
歴
来
る
の
輩
は
師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
で
て
三
仏

の
顔
貌
を
拝
見
し
た
て
ま
つ
ら
ん
、
恐
恐
謹
言
。（全

集
２５５
Ｐ
）

末
法
の
本
尊
と
は
ど
の
様
な
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
た

「観
心
本
尊
抄
」
の
送

状
に
お
い
て
、

「未
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
」
心
を
観
る
本

尊
の
心
が
未
だ
顕
わ
れ
て
い
な
い
と
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
心
が
あ
ら
わ
れ
た
な
ら
ば
、

師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
で
て
三
仏
の
顔
貌
を
拝
見
し
た
て

ま
つ
ら
ん

と
示
さ
れ
、
正
し
く
師
弟

一
箇
の
成
仏
の
相
が
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

熱
原
法
難
の
殉
教
を
示
さ
れ
た

「上
野
殿
御
返
事
」

（全

‐５６
Ｐ
）
に
は

つ
ゆ
を
大
海
に
あ
つ
ら

へ
、
ち
り
を
大
地
に
う
づ
む
と
を
も

へ
。
法
華
経
第
二
云

「願
は
く
は
此
の
功
徳
を
以
て
普
く

一

切
に
及
ぼ
し
、
我
等
と
衆
生
と
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」
云

一ムと
、

「観
心
本
尊
抄
送
状
」
と
同
意
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

此
の
書
の
心
こ
そ
が
、
出
世
の
本
懐
、
宗
旨
、
熱
原
法
難

機
縁
の
弘
安
二
年
の
本
尊
の
心
な
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

日
蓮
大
聖
人
様
は
生
れ
て
く
る
前
か
ら
仏
で
は
な
く
、

凡
夫
の
生
命
の
ま
ま
改
め
ず
し
て
　
法
華
経
の
行
者
と
し
て

仏
な
り

と
い
う
こ
と
を
生
き
た
手
本
と
し
て
示
し
て
く
れ
た
本
仏
な
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の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
久
遠
元
初
の
本
仏
と
、
従
果
向
因
し
て
言
う
の
で

あ
り
ま
す
。

結
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は

「宗
旨
」
で
な
く
法
華
経
の

行
者
の
誕
生
、
出
発
の
重
要
な
日
で
あ
り
ま
す
。

一
切
衆
生
成
仏
の

「法
華
最
第

一
」
に
た
ど
り
つ
き
、

「最
第

一
」
の
内
容
を
実
行
し
詮
じ
詰
め
て
行
く

「宗
教
」

の
山
裾
野
を
登
り
だ
し
た
立
教
開
宗
の
日
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は

「宗
旨
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

「宗
旨
建
立
」

さ
れ
た
日
は
い
つ
な
の
か
具
体
に
答
え
ろ
と
質
問
さ
れ
れ
ば
。

私
は
、
「宗
旨
」
と
は
、
音
し
か
ら
通
説
と
さ
れ
て
い
る
、

戒
壇
本
尊
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
弘
安
二
年
十
月
十
二
日
と

い
う
風
に
表
現
さ
れ
、
限
定
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
答
え
ま
す
。

弘
安
二
年
に
起
き
た
、
熱
原
法
難
を
機
縁
と
し
て
示
さ
れ

た
、
本
尊
自
体
を
宗
旨
と
い
う
の
で
は
な
く
、
顕
わ
さ
れ
る

基
に
な
っ
た
法
を
宗
旨
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

形
や
年
月
日
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
時
、
空
を
超

え
て
、　
一
切
衆
生
に
、
共
通
、
共
有
さ
れ
る
、
元
々
か
ら
あ
っ

た
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
久
遠
元
初
の
法
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
在
世
、
正
法
時
代
、
像
法
時
代
は
、
釈
尊
が
根
本
と

考
え
ら
れ
、
仏
法
は
釈
尊
の
創
造
物
、
所
有
物
、
占
有
物
の

様
に
信
じ
ら
れ
、
戦
争
時
代
の
天
皇
現
人
神
、
朕
が
国
家
な

り
の
様
に
、
釈
尊
自
体
が
仏
法
の
様
に
拝
さ
れ
て
来
た
け
れ

ど
も
、
真
実
の
仏
法
は
そ
う
で
は
な
く
、
仏
の
法
で
は
な
く
、

仏
が
悟

っ
た
法
で
あ
り
、　
一
切
衆
生
全
て
の
法
、　
一
切
衆
生

全
て
が
当
事
者
の
法
で
あ
り
、
釈
尊
個
人
の
も
の
で
な
く
、

一
切
衆
生
自
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
が
、
久
遠

元
初
の
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「宗
旨
」
＝

「久
遠
元
初
の

法
」
で
な
け
れ
ば

一
切
衆
生
成
仏
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。「宗

教
」
と

「宗
旨
」
、
こ
の
た
て
わ
け
を
整
理
し
明
確

に
し
な
け
れ
ば
、
何
を
信
じ
、
何
を
行
体
と
し
、
何
ん
の
為

に
信
心
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
要
で
あ
る
成
仏
を
失

っ
て
し

ま
い
ま
す
。

建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
を
分
別
な
く

「宗
旨
建
立
」
と

言
う
者
、
何
故
そ
こ
に

「宗
旨
」
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
、

今
度
は
私
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
頂
き
た
い
。
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