
逢
拝
勤
行
の
意
味
す
る
も
の

廣

田

頼

道

①
二
十
年
間
丑
寅
勤
行
を
し
て
来
て
、
逢
拝
勤
行
を
し
て
考

え
た
事
。

一
九
八
六
年
十
月

一
日
よ
り
、
私
は
、
毎
月
の

一
日
、
七

日
、
十
三
日
、
十
五
日
の
計
四
日
間
だ
け
、
丑
寅
勤
行
を
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

一
日
の
報
恩
は
、
現
在
で
は
御
経
日
と
称
し
て
先
祖
の
塔

婆
供
養
の
為
の
日
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
元
旦

一

日
に
丑
寅
勤
行
を
し
て
新
年
を
迎
え
る
よ
う
に
、
本
因
妙
の

信
仰
の
志
に
立
ち
還

っ
て
報
恩
の
為
に
行
う
も
の
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。

七
日
は
、
開
山
第
二
祖
日
興
上
人
の
御
報
恩
。

十
三
日
は
、
宗
祖
大
聖
人
の
御
報
恩
。

十
五
日
は
、
第
二
祖
日
目
上
人
の
御
報
恩
。

昔
か
ら
、
こ
の
四
日
間
は
、
本
山
大
石
寺
の
塔
中
、
満
山

の
出
仕
出
来
る
住
職
全
て
が
、
丑
寅
勤
行
に
列
席
す
る
衆
会

（し
か
い
）
と
し
て
、
現
代
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

毎
日
丑
寅
勤
行
を
す
る
こ
と
は
、
毎
日
の
予
定
や
、
精
神

力
、
体
力
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
無
理
だ
と
思
い
、
せ
め
て

も
こ
の
四
日
間
の
富
士
門
に
と
っ
て
大
切
な
日
だ
け
は
、
報

恩
の
為
に
行
い
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
私
は
、
正
信
会
と
い
う

一
つ
の
組
織
も
、
常
に

大
聖
人
の
本
因
妙
の
信
仰
に
立
ち
還
ろ
う
と
す
る
不
断
の
精

進
を
し
な
い
限
り
、
何
年
か
し
て
行
く
内
に
、
信
徒
の
人
数
、

勢
力
を
中
心
に
考
え
る
、
覇
権
主
義
的
な
意
識
、
方
向
に
向

か
っ
て
行
く
よ
う
に
思
え
、
今

一
度
、
雑
事
雑
念
に
流
れ
や

す
い
、
朝
夕
の
勤
行
で
は
な
く
、
法
門
上
大
切
な
、
丑
寅
の

刻
に
勤
行
を
し
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
の
姿
勢
を
大
切
に
し
て

行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
御
本
尊
様
の
前
に
、
小
さ

な
自
分
を
キ
チ
ン
と
置
い
て
、
逃
げ
る
こ
と
な
く
、
自
分
を

見
つ
め
直
そ
う
、
成
道
の
刻
に
自
分
を
置
い
て
、
考
え
直
し

て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二
つ
目
に
、
正
し
い
相
承
の
儀
を
経
ず
し
て
、
貫
主
を
詐

称
し
て
い
る
阿
部
日
顕
師
に
対
し
て
、
「丑
寅
勤
行
を
さ
ぼ

っ

て
い
る
、
花
見
に
浮
か
れ
て
丑
寅
を
し
な
い
」
と
か
の
色
々

な
批
判
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
批
判
し
て
い
る
者
は
、

何
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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落
ち
つ
い
て
考
え
る
と
ニ
セ
者
の
貫
主
が
、
さ
ば
り
乍
ら
、

逃
げ
乍
ら
で
も
、
丑
寅
勤
行
を
し
て
い
る
。
ニ
セ
の
丑
寅
勤

行
、
自
分
を
本
物
に
見
せ
る
為
に
丑
寅
勤
行
を
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
こ
れ
は
大
変
奇
怪
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
、
丑
寅
勤
行
は
、
本
寺

（本
山
）
の
勤
行
だ
、
貫

主
の
勤
行
だ
と
、
本
山
の
中
に
閉
塞
さ
れ
た
貫
主
の
個
人
的

な
勤
行
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
成
道
を
期
す
る

勤
行
に
、
本
山
と
貫
主
だ
け
の
と
か
い
う
こ
と
が
、
あ
ろ
う

は
ず
が
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
は
お

か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

阿
部
日
顕
師
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
も
信

仰
の
法
門
を
修
行
の
上
に
体
現
し
、
守

っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
責
務
と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。

《
丑
寅
勤
行
に
つ
い
て
考
え
る

『芝
川
１１
号
』
三
七

ｐ
よ
り

引
用
》

以
前
、
こ
の
様
に
示
し
た
よ
う
に
、
私
が
丑
寅
勤
行
を
二

十
年
余
り
前
か
ら
始
め
て
、
現
在
ま
で
行
っ
て
来
た
理
由
は
、

阿
部
日
顕
師
が
、
な
り
た
く
て
、
な
り
た
く
て
寡
奪
貫
主
に

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
色
々
本
山
か
ら
出
掛
け
る
用
事
を

こ
し
ら
え
て
は
丑
寅
勤
行
に
精
励
し
な
い
姿
を
見
聞
し
て
、

こ
れ
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
私
自
身
何
も
せ
ず
、

批
判
し
て
い
る
だ
け
の
姿
も
醜
い
も
の
だ
と
考
え
て
、
毎
日

励
行
す
る
こ
と
は
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
的
に
無
理
だ
ろ
う
か
ら
、

せ
め
て

一
ヶ
月
の
内
、
四
日
間
だ
け
行
い
丑
寅
勤
行
の
大
切

さ
を
身
を
持

っ
て
感
じ
て
み
よ
う
と
思
い
立

っ
た
の
が
切
っ

掛
け
で
あ
り
ま
す
。

私
個
人
の
正
直
な
心
の
有
り
様
を
告
白
す
れ
ば
、
小
僧
の

時
も
大
学
を
卒
業
し
て
所
化
と
し
て
在
勤
し
た
時
も
、
丑
寅

勤
行
は
や
ら
さ
れ
て
い
る
感
覚
の
修
行
で
あ

っ
て
、
苦
痛
で

苦
痛
で
、
小
僧
の
時
に
は
丑
寅
勤
行
が
終
わ

っ
た
後
に
は
、

居
眠
り
し
て
い
た
と
説
教
さ
れ
、
ビ
ン
タ
を
張
ら
れ
、
今
も

心
の
中
に
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
焼
き
付
い
て
い
る
暗
い
気
持
ち

に
満
ち
た
も
の
で
、
決
し
て
喜
び
を
感
じ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
丑
寅
勤
行
を
日
顕

師
の
丑
寅
サ
ポ
リ
を
機
縁
に
自
分
か
ら
や
っ
て
み
よ
う
と
初

め
て
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
御
陰
で
、
私
は
初
め
て
、

丑
寅
勤
行
の
意
義
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出

来
、
本
当
良
か
っ
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

丑
寅
勤
行
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
現
在
迄
二
十

一
年

間
、
自
坊
で
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
範
囲
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
出
来
る
だ
け
丑
寅
の
時
刻
を
守

っ
て
行
お
う
と
考
え
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て
、
二
十
三
世
日
啓
上
人
の
元
禄
元
年
の

『留
守
定
』
と
い

う
文
書
の
、

一
、　
一
夜
番
者
常
の
如
く
丑
の
下
刻
な
り
常
番
の
表
を
相
定

め
て
勤
べ
き
也
、

に
準
じ
て
、
丑
の
下
刻

（丑
三
つ
時
）
二
時
二
十
分
か
ら
丑

寅
勤
行
を
始
め
、
御
題
目
を
唱
え
な
が
ら
、
丑
寅
の
刻
の
三

時
が
経
過
し
て
い
く
様
に
心
掛
け
、
御
題
目
を

一
時
間
行
う

よ
う
に
し
た
。
現
在
、
大
石
寺
で
は
二
時
三
十
分
よ
り
行

っ

て
い
る
と
聞
く
が
、
何
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

正
面
の
勤
行
が
終
わ
っ
た
後
に
、
福
山
の
地
か
ら
東
北
に

位
置
す
る
戒
壇
の
本
尊
の
方
角
に
向
か
っ
て
進
拝
勤
行
を
す

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
元
旦
の
勤
行
に
於
い
て
も
、

信
者
さ
ん
と
共
に
行

っ
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
り
は
じ

め
て
二
年
ほ
ど
は
、
丑
寅
勤
行
を
す
る
度
に
、
私
は
戒
壇
の

本
尊
に
向
か
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
け
れ
ど
も
、
座
る
角
度
が

少
し
で
も
違
え
ば
、
戒
壇
本
尊
と
の
長
い
距
離
の
間
に
数
え

切
れ
な
い
神
社
仏
閣
が
点
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
ど
こ
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
進
拝
の
勤
行
を
す
る
意
味

が
無
く
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
事
を
不
安
に

思
い
綾
々
考
え
続
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
丑
寅
勤
行
を
続
け

て
行
く
う
ち
に
、
今
日
ま
で
大
石
寺
で
続
け
ら
れ
て
き
た
逢

拝
勤
行
の
形
態
と
内
容

（法
門
）
に
大
き
な
本
質
か
ら
外
れ

た
乖
離
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
気
付
き
、
そ
れ
以

後
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
不
安
を
生
じ
な
が
ら
丑
寅
勤
行

（逢
拝
勤
行
）
を
す
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

自
分
の
心
の
中
で
は
、
こ
の
二
十
年
程
の
間
、
こ
の
事
を

何
と
か
文
章
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
続
け
て
き
た
の
で
す
が
、

項
目
や
文
章
を
書
い
て
は
止
め
、
書
い
て
は
止
め
て
、
無
為

に
時
間
だ
け
が
流
れ
た
思
い
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え

稚
拙
な
論
で
も
、
何
か
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
議
論
が
未
来
に
リ
レ
ー
さ
れ
て
行
く
機
縁
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
と
思
い
、
幼
児
の
疑
間
の
よ
う
な
、
根
源
的
な
、

何
故
進
拝
勤
行
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
邊
拝
勤
行
の
意
味
す
る

も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
し
て
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。

も
と
よ
り
、
日
常
的
に
続
け
ら
れ
て
き
た
化
儀
に
は
、
ほ

と
ん
ど
法
門
の
裏
付
け
と
な
る
文
献
資
料
が
伝
わ

っ
て
い
な

い
為
、
文
献
を
示
し
て
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
け
れ

ど
も
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
門
の
筋
道
か
ら
、
辻
棲
の
合
う
点
、

辻
棲
の
合
わ
な
い
点
を
導
き
出
し
て
問
題
提
議
に
し
た
い
と

思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。



②
天
拝

（朝
の
勤
行
で
東
に
身
体
を
向
け
て
の
勤
行
）
も
逢

拝
の
動
行
で
あ
る
。

日
蓮
正
宗
に
於
い
て
は
、　
一
日
に
朝

・
夕
２
回
の
勤
行
を

信
仰
者
の
基
本
的
な
修
行
、
お
勤
め
と
し
て
行
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、
朝
の
勤
行
の
折
り
だ
け
に
天
拝
の
勤
行
を
行
い
ま

す

（夕
の
勤
行
で
は
せ
ず
）
。
そ
の
勤
行
の
観
念
文
は
諸
天

善
神
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
味
を
捧
げ
る
意
味

。
内
容
で

あ
り
ま
す
。
本
堂
正
面
の
本
尊
に
向
か
っ
て
の
勤
行
を
後
回

し
に
し
て
、
天
拝
を
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
天
善
神

に
今
か
ら
法
華
経
の
行
者
と
し
て
信
心
修
行
を
行
う
の
で
、

諸
天
も
参
集
し
諸
天
の
勤
め
で
あ
る
法
華
経
守
護
を
忘
却
し

て
は
な
ら
な
い
ぞ
と
す
る
、
諸
天
覚
醒
の
勤
行
で
あ
り
ま
す
。

当
然
、
諸
天
善
神
は
東
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
東
西
南
北
、
天
上
天
下
、
森
羅
万
象
、
時
間

空
間
を
問
わ
ず
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
夕
方
の
勤

行
の
時
刻
に
は
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
朝
だ
け
東
天
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
星
々

の
中
心

（諸
天
善
神
の
中
心

。
根
本
）
で
あ
る
太
陽

（大
日

天
王
）
が
登

っ
て
く
る
日
の
出
を
中
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
考
え

て
東
天
に
向
か
う
の
で
あ
り
ま
す
。
太
陽
の
日
の
出
の
位
置

は
春
夏
秋
冬
で
順
々
に
移
動
し
ま
す
。
し
か
し
、
日
蓮
正
宗

で
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
真
東
に
向
か
っ
て
天
拝
の
勤
行
を
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
際
の
太
陽
の
具
体
的
な
位

置
に
は
感
心
は
無
く
、
シ
ン
ボ
ル
化
し
た
太
陽
を
諸
天
の
中

心
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
逢
拝
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
本
堂
東
面
に
窓
が
有
ろ
う
が
無
か
ろ
う
が
、
壁
で
あ
ろ

う
が
、
何
で
あ
ろ
う
が
、
日
の
出
の
時
刻
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
か
の
拘
り
も
感
心
も
、
ま
っ
た
く
無
い
の
で
あ
り
ま

す
。

つ
ま
り
距
離

・
位
置

（方
向
）
。
時
間
を
意
識
し
な
い
、

心
の
内
の
シ
ン
ボ
ル

・
イ
メ
ー
ジ
を

一
応
東
天
と
定
め
て
進

拝
し
て
い
る
勤
行
が
天
拝
の
勤
行
な
の
で
あ
り
ま
す
。
丑
寅

の
時
刻
も
、
太
陽
が
昇
る
よ
う
な
時
刻
で
な
い
真
夜
中
に
も

関
わ
ら
ず
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
お
い
て
、
天
拝
と
い
う
逢

拝
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

※
学
生
時
代
、
手
伝
い
で
行

っ
た
御
寺
の
住
職
が
、
何
か
の

悩
み
事
で
相
談
に
来
た
御
信
者
さ
ん
に
、

「そ
ん
な
に
辛
い
ん
な
ら
、
丑
寅
勤
行
で
も
し
て
、
し
っ
か

り
御
祈
念
し
な
き
ゃ
あ
、
良
く
な
ら
な
い
よ
。
」

と
言

っ
て
い
た
の
を
聞
い
て
、
学
生
時
代
で
、
丑
寅
勤
行
の

深
い
意
味
も
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
小
僧
の
時
か
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ら
行

っ
て
来
た
体
験
の
上
か
ら
、
丑
寅
勤
行
は
、
そ
ん
な
願

掛
け
の
、
御
百
度
参
り
の
様
な
勤
行
で
は
な
い
と
、
異
様
な

違
和
感
を
感
じ
た
。　
一
部
と
は
い
え
、
坊
さ
ん
が
こ
の
程
度

の
認
識
な
の
だ
か
ら
、
話
に
な
ら
な
い
。

※
丑
寅
勤
行
は
広
宣
流
布
御
祈
念
の
勤
行
だ
と
表
現
す
る
が
、

創
価
学
会
的
、
人
数
増
殖
の
折
伏
観
の
広
宣
流
布
な
ら
ば
、

こ
の
表
現
は
完
全
に
間
違

っ
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
よ
り
も

根
本
的
な

「
一
切
衆
生
成
仏
の
勤
行
」
と
拝
す
る
。

※
現
在
の
大
石
寺
の
丑
寅
勤
行
の
説
明
を
読
ん
で
い
た
ら
、

「法
主
の
御
衣
の
裾
に
御
す
が
り
し
て
、
さ
せ
て
頂
く
と
い

う
勤
行
」

と
書
い
て
あ
っ
た
。
小
僧
の
時
に
は
聞
い
た
事
も
な
い
表
現

だ

っ
た
。
そ
ん
な
隷
属
的
な
勤
行

っ
て

一
体
何
の
意
味
が
あ

る
ん
で
し
ょ
う
。

③
丑
寅
勤
行
の
時
だ
け
逢
拝
勤
行
を
す
る
意
味
。

進
拝
勤
行
は
実
に
不
思
議
な
勤
行
で
、
本
山
で
の
丑
寅
勤

行
の
時
の
み
の
勤
行
な
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
如
何
な
る
時

・

場
所
に
お
い
て
も
行
わ
れ
な
い
勤
行
で
あ
り
ま
す
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
方
便
品

。
自
我
掲

。
題
目
の
簡
略
な
、
サ
ラ
ッ

と
確
認
だ
け
の
よ
う
な
、
付
け
足
し
の
よ
う
な
勤
行
な
の
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
丑
寅
勤
行
に
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な

い
勤
行
な
る
が
故
に
今
日
ま
で
行
じ
続
け
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
と
い
う
事
は
、
通
拝
勤
行
が
丑
寅
勤
行
の
法
門
的
意

味
の
本
質
を
形
成
す
る
意
味
内
容
を
持

っ
て
い
る
事
に
な
り

ま
す
。

客
殿
本
堂
の
中
は
正
面
の
本
尊
に
向
か
っ
て
左
に
日
蓮
大

聖
人
御
影
、
右
に
日
興
上
人
御
影
。
貫
主
導
師
台
は
左
端
で

東
に
向
け
横
向
き
に
置
か
れ
、
本
尊
と
向
き
合
わ
な
い
。
過

去
の
貫
主
が
同
席
す
る
時
は
右
端
で
西
に
向
け
新
旧
貫
主
が

向
き
合
う
形
と
な
る
。
こ
の
座
配
も
他
宗
に
類
を
見
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
逢
拝
所
は
本
堂
正
面
に
向

か
っ
て
左
端
に
位
置
さ
れ
、
拝
す
る
本
尊
は
無
く
、
拝
す
る

先
の
延
長
線
上
に
戒
壇
本
尊
が
蔵
さ
れ
て
い
る
様
に
必
ず
設

計
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

客
殿
と
い
う
名
称
の
堂
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、　
一
四
六
五

年
第
九
世
日
有
上
人
の
時
代
で
あ
る
た
め
、
法
門
を
化
儀
に

表
す
こ
と
に
意
義
を
込
め
ら
れ
た
日
有
上
人
が
今
日
の
客
殿

の
形
態
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
出
来
る
の
で
あ
り
ま

す
。
又
、
客
殿
の
本
尊
は
正
応
三
年
の
譲
座
本
尊

（座
替
わ

り
本
尊
）
で
あ
る
た
め
、　
一
四
六
五
年
以
前
に
も
客
殿
と
は

称
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
ず
る
意
義
を
有
す
る
。
堂
の
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存
在
が
あ
り
、
譲
座
本
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
推
し
量
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

旧
木
造
客
殿
も
、
昭
和
三
十
八
年
に
建
立
さ
れ
た
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
大
客
殿
も
現
在
の
和
風
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
客
殿
も
御
費
蔵

・
奉
安
殿

。
正
本
堂

。
奉
安
堂
と
戒
壇
本

尊
の
安
置
さ
れ
る
場
所
と
名
称
が
変
わ

っ
て
も
、
常
に
戒
壇

本
尊
の
位
置
か
ら
逆
算
し
て
客
殿
の
過
拝
所
の
位
置
形
状
を

考
え
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
客
殿
単

独
で
自
由
に
建
築
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

一
体
の
も
の
な
の

で
あ
り
ま
す
。

昭
和
三
十
八
年
に
落
成
し
た
大
客
殿
の
前
身
の
旧
の
木
造

客
殿
の
逢
拝
所
は
、
御
費
蔵
に
向
か
っ
て
障
子
戸
が
建
て
付

け
ら
れ
て
い
て
、
進
拝
勤
行
の
時
だ
け
、
開
け
放
た
れ
る
状

態
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
を
体
験
さ
れ
た
方
に
聞
く
と
、

寒
風
や
横
殴
り
の
雨
の
時
に
は
客
殿
全
体
に
吹
き
込
ん
で
、

寒
く
て
、
吹
き
っ
晒
し
で
大
変
だ

っ
た
と
、
言
わ
れ
る
。
昭

和
三
十
八
年
落
成
の
大
客
殿
は
ガ
ラ
ス
を
は
め
殺
し
に
し
て
、

開
け
閉
め
の
出
来
な
い
形
状
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
様
に

し
て
ま
で
表
現
さ
れ
る
化
儀
と
は
、
た
だ
単
に
丑
寅
の
刻
限

に
導
師
は
じ
め
参
拝
者
が
御
宝
蔵
に
移
動
し
、
鍵
を
開
け
、

直
拝
す
る
事
が
面
倒
臭
い
か
ら
、
辛
う
じ
て
形
式
の
み
を
簡

略
に
残
し
て
、
進
拝
を
行

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
戒
壇
本
尊

と
客
殿
の
関
係
と
、
唯

一
、
丑
寅
勤
行
の
時
の
み
に
逢
拝
勤

行
が
行
わ
れ
る
と
い
う
特
異
な
形
態
の
説
明
の
内
容
と
し
て

は
、
無
意
味
で
あ
り
、
大
が
か
り
な
割
に
は
、
中
味
が
無
い

と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
直
拝

（形
を
拝
む
）
で
無
く
、

逢
拝

（心
を
拝
む
）
だ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
む
し
ろ
、
直
拝
を
拒
否
し
、
進
拝
に
法
門
の
あ
る
べ
き

姿
を
託
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。

師
弟
が
合
い
寄

っ
て
和
合
す
る
客
殿
の
奥
に
戒
壇
の
本
尊

を
御
安
置
す
る
。
師
弟
合
い
寄

っ
た
、
不
二
の
心
に
こ
そ
、

真
の
本
尊
が
ま
し
ま
す
、
師
の
己
心
に
も
、
弟
子
の
己
心
に

も
、
師
弟

一
箇
の
本
因
に
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
が
ま
し

ま
す
、
師
弟

一
箇
の
奥
に
し
か
、
真
の
本
尊
は
存
在
し
え
な

い
。
こ
の
こ
と
を
化
儀
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

※
正
面
の
御
本
尊
に
五
座
の
勤
行
を
し
、
次
に
導
師
が
座
を

移
し
て
蓬
拝
所
で
の
勤
行
を
し
、
こ
こ
で

一
般
の
信
者
さ
ん

は
丑
寅
勤
行
参
加
が
終
了
。
僧
侶
は
次
に
、
大
坊
の
持
仏
堂

で
あ
る
、
六
壺
で
逢
拝
所
の
勤
行
と
同
じ
方
便
品
、
自
我
偶
、

題
目
の
簡
略
な
勤
行
で
終
了
。
こ
れ
が
貫
主
の
朝
夕
ま
と
め

た
勤
行
で
あ

っ
て
、
住
ま
い
で
あ
る
大
奥
で
朝
夕
の
勤
行
を
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個
人
的
に
行
ず
る
事
は
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、　
一
日
に
五
回

六
回
と
御
経
を
唱
え
る
こ
と
も
日
常
的
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

そ
の
事
を
非
難
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
思
い
ま
す
。

※
鳥
取
県
東
伯
郡
三
朝
町
に
天
台
宗
の
三
徳
山
三
仏
寺
と
い

う
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
創
建
は

（伝
）
嘉
祥
二
年

（８４９
年
）

開
基

（伝
）
慈
覚
大
師
円
仁
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
開
山

は
慶
雲
三
年

（７０６
年
）
役
行
者
が
修
験
道
の
行
場
と
し
て
開

い
た
と
さ
れ
、
後
に
慈
覚
大
師
円
仁
が
本
尊
を
釈
迦
如
来

・

阿
弥
陀
如
来

。
大
日
如
来
の
三
仏
を
安
置
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

天
台

。
真
言

・
念
仏

・
禅
宗
、
何
で
も
あ
り
の
天
台
宗
ら

し
い
、
三
仏
寺
と
い
う
寺
名
に
ふ
さ
わ
し
い
、
三
つ
ど
れ
か

信
じ
れ
ば
、
何
か
に
助
け
て
貰
え
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
、
根

本
尊
敬
こ
そ
が
本
尊
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
の
定

ま
ら
な
い
、
日
本
の
宗
教
観
丸
出
し
の
御
寺
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
御
寺
の
中
心
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
奥
院
で

あ
る

「投
入
堂
」
で
あ
り
ま
す
。
修
験
道
の
開
祖
、
役
小
角

が
、
そ
の
法
力
で
建
物
ご
と
平
地
か
ら
投
げ
入
れ
た
と
い
う

伝
承
が
語
り
継
が
れ

「投
入
堂
」
の
名
称
は
こ
の
伝
説
に
由

来
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
し
く
垂
直
に
切
り
立

っ
た
岩
山
の
絶
壁
の
窪
み
に
、

い
つ
ず
り
落
ち
て
も
お
か
し
く
な
い
、
何
故
納
ま
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
え
る
姿
で
建

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

平
安
時
代
末
期
迄
時
代
が
遡
れ
る
こ
と
と
、
珍
し
い
形
状

の
建
築
物
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
が
、
そ
の
教
義
は
先
に
書
い
た
よ
う
に
題
魅
題
題
で
あ

り
ま
す
。
こ
の

「投
入
堂
」
は
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
山
岳

信
仰
と
深
く
関
連
し
て
い
る
為
、
修
験
者
の
行
場
と
し
て
の

険
し
さ
が
あ
る
為
、

「投
入
堂
」

へ
直
接
近
づ
き
拝
む
と
い

う
こ
と
は
老
齢
病
弱
の
者
で
は
叶
わ
な
い
事
な
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
為
、
麓
の
車
道
か
ら

「投
入
堂
」
を
仰
ぎ
見
る
事

の
出
来
る
場
所
が
あ
り
、
看
板
が

「投
入
堂
進
拝
所
」
と
あ

り
、
小
さ
な
屋
根
と
、
線
香

。
ロ
ウ
ソ
ク
を
供
え
る
事
の
出

来
る
様
な
小
机
と

一
体
化
し
た
、
街
角
の
掲
示
板
を
大
き
く

し
た
様
な
物
が
し
つ
ら
え
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
参
照

私
は

一
度
、
こ
こ
に
立
ち
寄

っ
た
折
り
に
、
寺
域
全
体
と

こ
の
進
拝
所
を
見
て
、

「あ
あ
、
進
拝
所

っ
て
こ
こ
に
も
あ

る
ん
だ
／
」
と
思
わ
ず
口
走

っ
て
し
ま
っ
た
。

戦
時
中
で
あ
れ
ば
現
人
神
で
あ
る
天
皇
の
住
ま
わ
れ
る

「宮
城
」
進
拝
と
か
全
国
の
各
学
校
で
あ
れ
ば

「御
真
影
」

つ
ん



「教
育
勅
語
謄
本
」
等
を
奉
安
す
る
為
に
校
庭
敷
地
内
に
作

ら
れ
た

「奉
安
殿
」
進
拝
。
全
国
の
神
社
仏
閣
に
は
、
ま
だ

ま
だ

「造
拝
所
」
と
い
う
物
が
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
私
の
狭
い
知
識
の
範
囲
で
は
過
去
の
歴
史
に
あ

っ
た

「宮
城
逢
拝
」
と

「奉
安
殿
進
拝
」

そ
し
て
、
直
接
見
た

「投
入
堂
逢
拝
所
」
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
進
拝
は
、
直
拝
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
出
来
な
い
の
で
、
邊
拝
も
し
く
は
恐
れ
多

い
の
で
、
と
い
う
進
拝
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
様
に
、
同
じ

「進
拝
」
と
い
う
文
言
に
出
会

っ
た
時
、

明
ら
か
に
日
蓮
正
宗
の
進
拝
と
い
う
意
味

。
内
容
と
違
う
違

和
感
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
違
和
感
の

一
番
の
原

因
は
、
客
殿
に
於
い
て
の
み
の
遥
拝
と
い
う
性
格
と
、
遠
い

か
ら
、
険
し
い
か
ら
、
恐
れ
多
い
か
ら
と
い
う
進
拝
で
は
、

ま
っ
た
く
源
が
違
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
の
日
蓮
正
宗
は

「投
入
堂
蓬
拝
所
」
や

「宮
城
進
拝
」
「奉
安
殿
蓬
拝
」
の
進
拝
と
同
様
の
直
拝
に
直

結
し
た
も
の
に
、
自
ら
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
認
識
な
の
で
あ
り
ま
す
。

④
丑
寅
勤
行

（師
弟

一
箇
）
と
遥
拝
勤
行
。

丑
寅
勤
行
は
貫
主
の
勤
行
だ
と
そ
ら
と
ば
け
る
人
間
が
い

る
。
し
か
し
、
何
故
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
理
論
立
て
て

明
ら
か
に
論
文
に
示
し
た
者
は
今
迄
に
い
な
い
。

む
し
ろ
、
丑
寅
勤
行
に
於
い
て
無
意
識
に
営
々
と
続
け
て

き
た
所
作
が
、
客
殿
で
行
わ
れ
る
事
、
貫
主

一
人
の
勤
行
で

な
く
、
師
弟
合
い
寄

っ
て
の
師
弟

一
箇
の
勤
行
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
本
山
で
出
家
得

度
す
る
者
は
、
出
家
得
度
式
自
体
は
昼
間
六
壺
で
行
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
晩
か
ら
未
明
に
行
わ
れ
る
丑
寅
勤
行
に
出
家

者
全
員
参
列
す
る
の
で
あ
る
。
中
学
に
進
学
し
て
す
ぐ
に
行

わ
れ
る
衣
免
許
も
丑
寅
勤
行
の
中
で
貫
主
が

一
枚

一
枚
衣
を

一肩
に
羽
織

っ
て
か
ら

一
人

一
人
に
着
せ
ら
れ
て
い
く
、
袈
裟

免
許
も
同
様
で
あ
る
。
新
説
免
許
も
出
家
得
度
と
同
じ
く
新

説
免
許
後
の
未
明
の
丑
寅
勤
行
に
全
員
参
列
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。
ま
さ
し
く
、
師
弟

一
箇
を
強
く
認
識
す
る
節
目
節
目

に
は
必
ず
丑
寅
勤
行
が
要
の
鍵
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
師
弟
は
、
当
然
の
如
く
、
上
下

関
係
の
師
が
弟
子
を
威
圧
す
る
師
弟
で
な
く
、
弟
子
が

一
人

前
に
な

っ
て
い
く
こ
と
を
認
め
、
見
守
る
、
引
き
立
て
て
い

く
、
弟
子
の
己
心
の
仏
界
を
尊
重
す
る
師
弟

一
箇
の
存
在
と
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言
え
る
形
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
貫
主
が

忙
し
げ
に
弟
子
全
員
の
衣
や
袈
裟
を
滑
稽
に
見
え
る
ほ
ど
着

ぶ
く
れ
し
て
ま
で

一
人

一
人
に
渡
す
化
儀
が
存
在
す
る
筈
が

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

※
日
蓮
大
聖
人
の
法
は

「師
弟

一
箇
」

「師
弟
の
法
門
」
と

表
現
さ
れ
ま
す
。
こ
の
事
と
、
僧
侶
と
し
て
出
家
す
る
際
の

師
匠
を
同
等
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
果

た
し
て
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
る
点
が
あ
り
ま
す
。

学
生
、
所
化
、
義
務
教
育

（教
師
に
な
る
迄
の
期
間
）
迄

に
出
家
時
の
師
匠
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、
次
の
師
匠
を
捜

し
て
、
譲
り
弟
子
と
な
る
こ
と
が
絶
対
条
件
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、　
一
人
前
の
教
師
と
な
っ
て
か
ら
、
師
匠
が
亡
く
な
っ

て
も
、
新
た
に
師
匠
を
捜
し
求
め
定
め
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
形
式
的
に
は
糸
の
切
れ
た
タ
コ
の
状
態
で
、
直

接
叱

っ
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
状
態
で
自
分
で
研
鑽
し
、
教

え
を
他
に
求
め
街
得
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
な
り
ま

す
。　
一
人
前
の
教
師
と
は
名
ば
か
り
で
、
当
然
法
門
の
全
般

に
精
通
し
て
い
る
人
な
ど
、
誰
も
い
ま
せ
ん
。
「師
弟

一
箇
」

「師
弟
の
法
門
」
な
ら
ば
、
亡
く
な
る
ま
で
師
匠
が
必
要
な

筈
で
あ
り
ま
す
が
、
現
実
は
教
師
に
な
る
迄
の
身
元
引
受
保

証
人
と
い
う
意
味
が
濃
く
、
法
門
上
の

「師
弟
」
と
は
違
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。

僧
侶
の
世
界
の
現
実
が
昔
か
ら
こ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、　
一
部
の
僧
侶

（住
職
）
に
お
い
て
、
御
信
者
さ
ん
に
、

盛
ん
に

「自
分
が
手
続
き
の
師
匠
だ
」
と
い
う
事
を
言
い
、

言
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
成
仏
出
来
な
い
。
自
分
の
言
う

こ
と
だ
け
聞
い
て
い
ろ
、
他
の
僧
侶
の
話
は
聴
か
な
く
て
良

い
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
人
が
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
折
伏

し
て
、
種
か
ら
育
て
、
御
書
に
名
を
連
ね
る
よ
う
な
南
条
時

光

。
四
条
金
吾

。
池
上
兄
弟
等
々
と
の
師
弟
と
自
分
達
を
同

等
に
錯
覚
し
て
い
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
と
疑
間
に
感
じ
ま
す
。

こ
れ
で
は
大
石
寺
の
貫
主
本
仏
論
と
同
じ
住
職
本
仏
論
を
展

開
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
私
達
が
今
実
行
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い

「師
弟
の
法
門
」
と
は
、
不
完
全
な
荒
凡

夫
の
師
弟
が
信
心
精
進
に
力
を
合
わ
せ
て
、
日
蓮
大
聖
人
、

日
興
上
人
、
日
目
上
人
と
御
在
世
当
時
の
御
信
者
さ
ん
が
展

開
し
た

「師
弟

一
箇
」

「師
弟
の
法
門
」
を
手
本
と
し
て
、

誡
め
と
し
て
、
真
実
の
法
を
探
し
求
め
て
、
成
仏
を
目
指
す

と
い
う
こ
と
が
、
滅
後
、
今
日
の
本
当
の

「師
弟

一
箇
」
だ

と
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
坊
さ
ん
自
身
が

「戒
壇
本
尊
絶

対
」
「貫
主
本
仏
論
」
迷

っ
て
い
た
時
代
の
事
を
考
え
れ
ば
、

坊
さ
ん
だ
か
ら
師
匠
で
正
し
く
て
、
絶
対
で
、
完
全
無
欠
の

ｐ
０
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無
謬
だ
と
振
る
舞
う
事
自
体
が
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。

※
創
価
学
会
も
盛
ん
に

【師
弟
】
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、

「戸
田
先
生
を

一
人
で
守

っ
た
の
は
私
だ
」
「師
の
為
に
生
命

を
掛
け
る
弟
子
の
覚
悟
が
大
切
だ
」
等
と
子
供
の
戦
争
ご

っ

こ
の
大
将
と
雑
兵
、
ヤ
ク
ザ
の
親
分
子
分
の
関
係
と
同
じ
類

の
も
の
を

【師
弟
】
と
、
す
り
替
え
て
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、

日
蓮
大
聖
人
の
示
さ
れ
る
師
弟
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

※
創
価
学
会
が
主
張
す
る
、
狂
え
る
師
弟
不
二
の
源
は
池
田

大
作
著

「人
間
革
命
」
に
織
り
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

「人
間
革
命
」
の
師
弟
観
を

「謗
法
の
書
　
人
間
革
命
」
と

言
う
本
に
詳
細
に
破
折
し
ま
し
た
。
三
費
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ン̈
”に
ラ／

ッ

コノ
　
（
Ｆ
一
一
づ
＼̈
＼
【一
∽
・的
①
Ｏ
ｏ
ぃ一
ぃ①
の
・Ч
”
Ｆ
Ｏ
Ｏ
・ｏ
Ｏ
こ
づ
＼
∞
【＼

ご
黎
卜
”
＼
）
し
て
あ
り
ま
す
の
で

一
読
下
さ
い
。

⑤
未
だ
全
世
界
に
妙
法
が
廣
宣
流
布
さ
れ
ぬ
迄
は
蔵
の
形
式

を
と
る
。

戒
壇
の
本
尊
は
原
則
と
し
て
秘
蔵
の
形
を
守
る
為
、
格
を

供
え
な
い
。
秘
蔵
の
為
、
拝
す
る
行
為
は
御
受
戒
を
受
け
た

入
信
者
だ
け
に
御
目
通
り
を
特
別
に
赦
す
内
拝
と
呼
ぶ
。
廣

宣
流
布
の
暁
に
は
格
を
供
え
、　
一
般
の
御
堂
や
末
寺
の
本
尊

の
よ
う
に
扉
を
開
け
放
ち
、
入
信
、
未
入
信
の
差
別
、
区
別

無
く
公
開
す
る
と
の
言
い
伝
え
。
し
か
し
、
格
は
逢
拝
所
に

は
供
え
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
本
来
は
、
華

・
香

・

水
の
供
養
を
未
だ
廣
宣
流
布
せ
ざ
る
間
は
し
な
い
と
い
う
内

容
が
変
質
し
て
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
格
を
供

え
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
は
間
違
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。

奉
安
殿
、
正
本
堂
、
奉
安
堂
を

一
般
社
会
の
人
々
が

一
見

し
て
、
蔵
と
受
け
止
め
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。　
一
〇
〇

％
い
な
い
で
し
よ
う
。
蔵
で
な
い
物
を
蔵
と
言
い
、
内
拝
で

無
い
も
の
を
内
拝
と
言
い
、
華
香
水
を
供
え
て
い
な
い
だ
け

で
、
ど
の
御
堂
よ
り
も
荘
厳
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
せ
物

の
様
に
公
開
し
て
い
る
事
と
同
じ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
創
価

学
会
と
公
明
党
の
、
政
教

一
致
で
あ
り
な
が
ら
政
教
分
離
と

言

っ
て
い
る
、
噴
飯
も
の
の
、
頭
隠
し
て
尻
隠
さ
ず
状
態
と

同
じ
で
あ
り
、
法
門
の
本
質
を
ね
じ
曲
げ
る
矛
盾
を
産
み
、

か
つ
信
仰
を
間
違
っ
た
方
向

へ
導
く
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

⑥
師
弟
共
、
己
心
の
仏
界
を
拝
し
合
う
事
を
意
味
し
示
し
て

い
る
の
が
逢
拝
勤
行
で
あ
る
。

日
蓮
大
聖
人
御
図
顕
の
本
尊
は
、　
一
切
衆
生
の
己
心
の
仏

界
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
生
命

・
心
を
写
す
明
鏡
で
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あ
り
ま
す
。

此
れ
は
釈
迦
、
多
宝
、
十
方
の
諸
仏
の
未
来
日
本
国
、
当

世
を
う
つ
し
給
う
明
鏡
な
り
か
た
み
と
も
み
る
べ
し
。

開
目
抄
　
全
二
二
三

ｐ

加
え
て
、
森
羅
万
象

・
三
千
世
界
を
う
つ
す
鏡
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
観
心
の
本
尊
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮

大
聖
人
御
図
顕
の
本
尊
以
外
の
真
言
宗
、
禅
宗
、
浄
土
宗
、

等
々
が
掲
げ
る
本
尊
は
完
全
無
欠
の
汚
い
心
な
ど
無
い
綺
麗

事
の
金
ピ
カ
の
仏
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
十
界
互
具

の
曼
荼
羅
に
は
、
殺
人
鬼
の
提
婆
達
多
や
鬼
子
母
神
迄
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
獄

・
餓
鬼

・

畜
生

・
修
羅
の
、
自
分
で
も
眼
を
そ
む
け
た
く
な
る
様
な
汚

ら
し
い
生
命
に
向
き
合
い
、
そ
ん
な
生
命
も

一
切
衆
生
に
平

等
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
生
命
を
持

っ
て
い

る
と
同
時
に
、
根
本
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
と
同
じ
生
命

も
平
等
に
持

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
十
界
の
生
命
を
持

っ
た

ま
ま
、
そ
の
醜
い
生
命
を
退
治
し
迷
い
を
断
ち
切
ら
な
く
て

も
、
迷
い
を
持

っ
た
ま
ま
、
誰
も
が
差
別

・
区
別
無
く
成
仏

出
来
る
資
質
を
具
え
て
い
る
ん
だ
。
妙
法
に
逆
縁
す
る
事
に

よ

っ
て
も
必
ず
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
天
台

の
本
覚
思
想
の
様
に
仏
性
を
持

っ
て
い
る
か
ら
、
何
を
し
て

て
も
救
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
行
者
と

し
て
信
仰
に
生
き
る
信
心
の
姿
こ
そ
が
成
仏
な
の
で
あ
り
ま

す
。
ま
さ
し
く
、　
一
切
衆
生
の
生
命
と
は
こ
う
な
っ
て
い
る

ん
だ
よ
、
と
、
鏡
の
よ
う
に
生
命
を
写
し
伝
え
て
く
れ
て
い

る
存
在
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
在
世

・
正
法
時

代

・
像
法
時
代

・
末
法
時
代
、
仏
が
中
心
で
無
く
、
法
が
中

心
の
未
曾
有
の
大
曼
荼
羅
な
の
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
こ
の
十
界
互
具
の
曼
荼
羅
は
、

日
決
に
云
く

「草
に
も
木
に
も
成
る
仏
な
り
」
云
云
、
こ

の
意
は
草
木
に
も
成
り
給

へ
る
壽
量
品
の
釈
尊
な
り
、

草
木
成
仏
口
決

（全
集

一
三
三
九

ｐ
）

と
、
唯
、
単
に
本
尊
を
作
る
媒
体

（材
料
）
と
し
て
の
草

（紙
）
木
で
は
な
く
、
草
木
成
仏
の
証
と
し
て
の
意
味
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
、

観
門
の
難
信
難
解
は
百
界
千
如

一
念
三
千
、
非
情
の
上
の

色
心
の
二
法
十
如
是
是
な
り
、
爾
り
と
雖
も
木
画
の
二
像

に
於
て
は
外
典
内
典
共
に
之
を
許
し
て
本
尊
と
為
す
其
の

義
に
於
て
は
天
台

一
家
よ
り
出
で
た
り
、
草
木
の
上
に
色

心
の
因
果
を
置
か
ず
ん
ば
木
画
の
像
を
本
尊
に
侍
み
奉
る

こ
と
無
益
な
り

観
心
本
尊
抄

（全
二
三
九

ｐ
）
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色
心
の
因
果
、
過
去

。
現
在

。
未
来
の
永
遠
常
住
の
十
界

の
生
命

・
心
そ
の
も
の
を
写
し
置
く
本
尊
で
あ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、　
一
切
衆
生
、
全
て

の
十
界
の
生
命
の
根
本
に

一
切
の
仏
と
平
等
に
南
無
妙
法
蓮

華
経
の
生
命
が
具
わ
る
、
こ
れ
が
、
己
心
の
仏
界
な
の
で
あ

り
ま
す
。

草
木
成
仏
の
証
と
し
て

「草
に
も
木
に
も
な
る
仏
」
で
は

あ
り
ま
す
が
、
本
尊

（法
）
は
、
草
や
木
に
限
定
さ
れ
た
物

で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
又
、
横
何

ｃｍ
、
縦
何

ｃｍ
、
厚
さ

何

ｃｍ
の
体
積
空
間
に
限
定
さ
れ
た
物
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
何
億
万
体
の
御
本
尊
が
世
界
中
に
あ

っ
た
と
し
て
も
、

何
億
万
の
法
が
世
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法

は
全
体
で
あ
り
、　
一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「草
の
上
に
置
か
れ
た
因
果
」
と
は
、
法
を

一
切
衆
生
に
伝

え
る
媒
体
は
、
文
字
と
言
葉
し
か
存
在
し
な
い
。
言
葉
は
発

せ
ら
れ
る
と
同
時
に
消
滅
す
る
。
な
ら
ば
、
草
木
の
う
え
に

墨
を
も
っ
て
強
い
て
顕
さ
ざ
る
を
得
な
い
唯

一
の
方
法
に
よ
っ

て
顕
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
た

【法
】
だ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

※
観
心
本
尊
抄

（全
二
三
八

ｐ
）
冒
頭
に

【摩
訂
止
観
第
五
】

を
引
用
さ
れ

「此
の
三
千

。
一
念
の
心
に
在
り
若
し
心
無
ん

ば
而
已
介
爾
も
心
有
れ
ば
即
ち
三
千
を
具
す
乃
至
所
以
に
称

し
て
不
可
思
議
境
と
為
す
意
此
に
在
り
」
と
、
明
示
さ
れ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る

「介
爾
」
と
は
、
眼
に
見
え
な
い
ほ
ど
微

細
な
空
中
を
舞
う
塵
ほ
ど
の
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

現
代
の
科
学
的
認
識
で
理
解
さ
れ
て
い
る
段
階
で
言
え
ば
、

原
子

・
原
子
核

・
陽
子

・
中
性
子

。
中
間
子

・
ク
ォ
ー
ク
の

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
そ
こ
に
書
き
表
す
こ
と
の
出
来
得
な
い
、

超
素
粒
子
の
存
在
に
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
は
見
え
ず
と

も
宿
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
の
法
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
見
え
る
事
の
出
来
な
い
、

認
識
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
世
界
に
も
厳
然
と
存
在
す
る
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は
人
間
界
の
五
感
を
持

っ
て
い
る
衆
生
に
対

す
る
慈
悲
と
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
首
題
と
し
た
本
尊
を

未
曾
有
と
し
て
顕
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
も
、
南

無
妙
法
蓮
華
経
は
、
空
気
や
水
の
様
に
、
何
物
に
も
変
幻
自

在
に
変
化
し
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
文
字
だ
け
を
も
っ
て
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
全
体
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
法
と
は
そ
う
い
う
存
在
で
あ
り
、
道
理
な
の
で
あ

り
ま
す
。
讐
え
ば
、
眼
の
前
に
あ
る
鉄
の
塊
を
自
分
の
所
有

物
だ
と
主
張
し
て
も
、
原
子

。
原
子
核

・
陽
子

。
中
性
子

・
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中
間
子

・
ク
ォ
ー
ク
ま
で
、
原
始
を
極
め
て
い
け
ば
、
鉄
の

本
質
は
鉄
の
特
性
に
東
縛
さ
れ
、
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
全
て
の
生
命
に
共
通
、
共
有
さ
れ
る
平
等
の
存
在
の
法

と
な
り
、
鉄
の
本
質
も
、
人
間
の
本
質
も
、
他
の
生
命
の
本

質
も
同
質
の
世
界
に
至
る
の
で
あ
り
ま
す
。
個
人
が
自
他
を

主
張
す
る
こ
と
さ
え
む
な
し
い
世
界
な
の
で
あ
り
ま
す
。
法

界
万
霊
全
て
の
生
命
に
自
由
に
行
き
交
い
、
支
え
合
い
、
無

関
係
の
無
い
、　
一
念
三
千
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
世
界
な
の
で

あ
り
ま
す
。

現
代
科
学
の
、

こ
こ
ま
で
は
物
質
で
、

こ
こ
か
ら
は
心

（精
神
が
宿
る
）
が
始
ま
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
色
心
不
二

。
一
念
三
千
な
の
で

あ
り
ま
す
。

科
学
者
が
ど
れ
ほ
ど
原
始
を
求
め
て
も
、
無
始
無
終
の
法

の
中
の
見
果
て
ぬ
迷
い
の
旅
に
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
凡
夫
の
迷
い
と
同
じ
で
、
そ
の
迷
い
の
中
で
、
生
命

の
不
思
議
さ
、
尊
さ
を
見
出
し
て
い
く
色
心
不
二

。
一
念
三

千
の
旅
に
も
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
示
さ
れ
た
元
初
と
な
る

【法
】
こ
そ
が
、
己
心

の
仏
界
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
己
心
の
仏
界
を
尊
敬
し
合
い
、

認
め
合
い
、
信
じ
合
い
、
拝
し
合
う
信
心
こ
そ
が
日
蓮
大
聖

人
の
示
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
日
興
門
流
に
引
き
継
が
れ
た
法

門
で
あ
り
ま
す
。

御
互
い
の
己
心
の
仏
界
を
、
尊
敬
し
合
う
、
認
め
合
う
、

信
じ
合
う
、
拝
み
合
う
、
差
別

・
区
別
の
無
い
絶
対
平
等
の

全
て
の
生
命
の
本
因
と
い
う
源
が
同
じ
で
あ

っ
て
こ
そ

一
切

衆
生
の
成
仏
が
可
能
と
な
る
。
廣
宣
流
布
＝

一
切
衆
生
成
仏

の
あ
る
べ
き
姿
と
は
、
こ
う
い
う
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。

常
不
軽
菩
薩
の
二
十
四
文
字
の
経
文

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

Ｌ
Ｃ
。

は
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
日
蓮
大
聖
人
の
生
涯
で
宗
旨
と
し
て
明
確
に

師
弟
確
認
し
合
う
こ
と
が
出
来
た
の
が
、
熱
原
の
法
難
で
あ

り
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
と
人
生
も
修
行
も
学
問
も
違
う
、
入

信
し
て
歳
浅
い
熱
原
の
農
民
が
、
直
々
に
日
蓮
大
聖
人
に
合

い
、
信
仰
の
要
諦
を
手
取
り
足
取
り
順
々
と
学
ぶ
こ
と
も
な

く
、
日
興
上
人
に
よ
っ
て
間
接
的
に
日
蓮
大
聖
人
の
生
涯
と

法
門
を
伝
え
聞
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
蓮
大
聖
人
が
龍

の
口
で
、
発
述
顕
本
し
末
法
の
本
仏
の
自
覚
を
持
た
れ
た
、

そ
の
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
同
じ
妙
法
の
覚
悟
を
貫
か
れ
、

つ
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同
根
の
志
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
が
戒
壇
本

尊
の
建
立
の
機
縁
と
な
り
、
戒
壇
本
尊
の
中
味
、
日
蓮
正
宗

の
宗
旨
が
日
蓮
大
聖
人
の
出
世
の
本
懐
と
し
て
建
立
さ
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
師
弟
共
々
に

一
箇
と
な
っ
て
、

平
等
に
互
い
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
性
を
拝
み
合
う
姿
が

そ
こ
に
顕
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
心
だ
け
を
観
る
観

心
だ
け
で
な
く
、
他
の
生
命
の
己
心
の
仏
界
を
も
観
る
観
心
。

こ
れ
こ
そ
が
日
蓮
正
宗
の
信
仰
の
元
初
で
あ
り
、　
一
切
衆
生

成
仏
の
本
因
な
の
で
あ
り
ま
す
。

観
心
本
尊
抄
送
状

（全
二
五
五

ｐ
）
の
中
に
於
い
て
さ
え
、

「仏
滅
後
二
千
三
百
二
十
余
年
未
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
」

と
、
佐
渡
期
よ
り
本
尊
を
顕
し
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「心
有
ら
ず
」
完
全
で
な
い
と
示
さ
れ
る
。
で
は
、
何
を
以

て
完
全
な
の
か
、
本
懐
な
の
か
と
言
え
ば
、
弘
安
二
年
十
月

一
日
の
聖
人
御
難
事

（全

一
一
八
九

ｐ
）
に

「余
は
二
十
七

年
な
り
」
と
、　
一
連
の
熱
原
法
難
の
渦
中
に
お
い
て
、
出
世

の
本
懐
と
し
て
、
師
弟

一
箇
の
場
面
を
機
縁
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
師
弟

一
箇
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、

ま
さ
し
く
、
師
の
本
懐
、
大
願
と
は

一
切
衆
生
成
仏
の
事
で

あ
り
ま
す
。
凡
夫
の
弟
子

（
一
切
衆
生
）
に
も
、
仏
性
の
開

示
悟
入
の
自
覚
が
出
来
る
正
法
に
縁
さ
せ
、　
一
切
衆
生
成
仏

こ
そ
が
大
願
で
あ
る
事
に
弟
子

（
一
切
衆
生
）
を
目
覚
め
さ

せ
、
貫
か
せ
る
事
、
同
心
の
妙
法
に
よ
っ
て

一
箇
し
、　
一
切

衆
生
成
仏
の
確
信
を
事
実
と
し
て
認
識
す
る
事
が
出
世
の
本

懐
で
あ
り
、
日
蓮
大
聖
人
の
宗
旨
で
あ
り
ま
す
。

※
御
本
尊
は
私
達
の
生
命
を
写
す
鏡
で
あ
り
ま
す
。
私
達
人

間
以
外
の
生
命
も
含
む
、
法
界
全
て
の

一
切
衆
生
の
生
命
と

は
、
こ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修

羅
等
の
械
れ
た
九
界
の
生
命
に
ま
み
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
根
本
、
柱
に
は
仏
と
平
等
の
南
無
妙
法
蓮
華
経

の
生
命
が
厳
然
と
具
わ
り
、
九
界
の
生
命
を
引
き
ず

っ
た
ま

ま
で
も
、　
一
念
三
千
の
法
を
信
じ
生
き
る
事
に
よ
っ
て
、
成

仏
出
来
な
い
生
命
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
れ

て
い
る
の
が
御
本
尊
で
あ
り
ま
す
。
鏡
と
し
て
写
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
写
さ
れ
て
い
る
自
分
達
の
生
命
が
本
体
で

あ
る
、　
一
念
三
千
の
生
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
鏡
は
仮
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
の
仮
で
は
な
く
、
こ
の
鏡
が
無
け

れ
ば
、　
一
念
三
千
の
生
命
を
我
々
は
覚
知
す
る
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
。　
一
般
社
会
に
お
い
て
も
、
も
し
鏡
が
世
の
中
に
存

在
し
な
か
っ
た
ら
、
私
達
は
、
自
分
が
ど
う
い
う
顔
を
し
て

い
る
か
、
他
人
が
知

っ
て
い
る
の
に
、
自
分
は
知
ら
な
い
で
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人
生
を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
故
に
、
仮
の
鏡
と
雖
も
、

単
な
る
仮
物
な
ど
で
は
無
く
、
未
曾
有
の

一
切
衆
生
に
と
っ

て
必
要
不
可
欠
の
鏡
な
の
で
あ
り
ま
す
。
生
命
を
正
し
く
写

さ
な
い
鏡

（釈
尊

・
阿
弥
陀
如
来

。
大
日
如
来

。
薬
師
如
来

・

観
音

・
弥
勒
等
々
に
す
が
り
つ
き
、
救

っ
て
く
だ
さ
い
、
守
っ

て
く
だ
さ
い
と
、
ど
れ
ほ
ど
信
じ
祈

っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
仏

菩
薩
の
根
本
の
法
が
何
か
も
分
か
ら
な
い
し
、
私
達
の
生
命

の
本
質
も
写
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
）
も
、
世
の
中
に
は

蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
十
界
互
具

一
念
三
千
の
生

命
を
有
る
が
ま
ま
に
写
す
鏡
は
日
蓮
大
聖
人
が
示
さ
れ
た
御

本
尊
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
師
弟

一
箇
す
る

こ
と
の
出
来
る

一
念
三
千
の
生
命
を
写
す
こ
と
の
出
来
る
唯

一
の
鏡
な
の
で
あ
り
ま
す
。
鏡
に
写
っ
た
南
無
妙
法
蓮
華
経

を
逢
拝
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
で
も
あ

り
ま
す
が
、
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、　
一
切
森
羅
万
象
の
生

命
の
全
体
、
自
他
を
超
え
た
共
有
、
平
等
の
法
な
の
で
あ
り

ま
す
。

※
仏
法
に
縁
す
る
こ
と
を

【下
種
】
と
い
う
為
に
、
仏
か
ら

初
め
て
仏
種
を
授
け
ら
れ
て
、
成
仏
す
る
か
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、

【開
示
悟
入
】
で
分
か

る
よ
う
に
、
元
も
と
具
わ
っ
て
い
る
仏
性
に
、
目
覚
め
る
機

縁
を

【下
種
】
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

※

【本
已
有
善
】

【本
未
有
善
】
の
解
釈
も
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
混
乱
し
て
い
ま
す
。
末
法
の
衆
生
は

【本
未
有
善
】
だ

か
ら
と
言
い
ま
す
が
、
法
を
根
源
に
せ
ず
、
釈
尊
を
根
源
と

す
る
植
え
手
と
し
て
、
釈
尊
よ
り
妙
法
下
種
を
授
か
る
と
い

う
図
式
の
、
在
世

・
正
法

・
像
法
時
代
の
構
図
か
ら
、
末
法

は
本
因
の
法
を
根
源
に
し
、
釈
尊
を
脇
士
と
し
、
根
源
の
法

は

一
切
衆
生
に
元
来
具
わ
る
、
し
か
し
、
正
法
に
縁
し
な
い

限
り
、
具
わ
っ
て
い
て
も
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
る

こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
具
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
と
な

っ
て

し
ま
う
。
故
に
正
法
に
縁
す
る
事
を

【下
種
】
と
表
現
す
る

の
で
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
様
に
構
図
が
変
わ

っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
を
主
体
と
す
る

【本
已
有

善
】

【本
未
有
善
】
の
物
差
し
で
計
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
、
法
門
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
混
乱
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

出
世
の
本
懐
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
が
こ
の
世
の
中

に
生
ま
れ
て
き
た

一
番
の
目
的
を
完
遂
さ
せ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
ど
の
仏
で
も
本
懐
は

一
切
衆
生
成
仏
な
の
で
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あ
り
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
が
出
世
の
本
懐
と
弘
安
二
年
十
月

一
日
に
示
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
末
法
の
本
仏
と
し
て
の
、

日
標

（理
想

。
希
望
）
と
目
的

（現
実

。
実
行
）
が

一
致
し

た
こ
の
時
点
で

一
切
衆
生
成
仏
の
確
信
と
確
認
を
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
仏
だ
け
の

一

方
的
な
判
断
と
、　
一
切
衆
生
不
在
で
出
世
の
本
懐
は
成
立
し

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

熱
原
法
難
を
機
縁
と
し
て
示
さ
れ
た
戒
壇
本
尊
。
戒
壇
本

尊
を
以
て

一
切
衆
生
に
伝
え
よ
う
と
し
た
戒
壇
本
尊
の
中
味

は
、
熱
原
法
難
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
師
弟

一
箇
の
法
門
で
あ

り
、
こ
の
法
門
を
大
石
寺
の
宗
旨
と
し
て
姿
に
し
め
さ
れ
て

い
る
化
儀
が
進
拝
勤
行
な
の
で
あ
り
ま
す
。

戒
壇
本
尊
と
い
う
物
体
が
本
懐
で
な
く
、
熱
原
法
難
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
た
、
師
弟

一
箇
し
て
人
法

一
箇
の
同
心
の
妙
法

を
感
得
し

一
切
衆
生
成
仏
の
確
信
を
認
識
し
た
。
こ
れ
が
本

懐

。
宗
旨
な
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
戒
壇
本
尊
が
成
住
壊
空

の
道
理
の
中
で
朽
ち
果
て
て
も
、
地
球
の
寿
命
と
共
に
消
滅

し
た
と
し
た
と
し
て
も
、

「消
滅
し
な
い
と
考
え
る
の
が
信

心
だ
。
」

「本
尊
が
無
く
な

っ
た
ら
、
法
も
無
く
な
る
。
」
と

強
弁
せ
ず
と
も
、
日
蓮
大
聖
人
の
本
懐

・
宗
旨
は
永
遠
不
滅

不
変
な
の
で
あ
り
ま
す
。

※
常
不
軽
菩
薩
の
物
語
は
逆
縁
の
衆
生
が
地
獄
に
堕
ち
、
や

が
て
成
仏
を
遂
げ
る

（涅
槃
経
に
て
）
と
い
う
逆
縁
成
仏
に

主
眼
を
置
い
た
物
語
の
為
、
常
不
軽
菩
薩
に
賛
同
す
る
衆
生

の
存
在
は
出
て
来
ま
せ
ん
が
、
も
し
二
十
四
文
字
の
経
文
と

共
に
合
掌
礼
拝
さ
れ
た
事
に
共
感
す
る
衆
生
が
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
衆
生
は
、
常
不
軽
菩
薩
と
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
、

二
十
四
文
字
と
同
文
を
唱
え
、
互
い
に
合
掌
礼
拝
す
る
の
み

と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
常
不
軽
菩
薩
が
出
会
う
人
々
を
拝
ん

で
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
の
人
の
己
心
の
仏
界
を
拝

し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
共
感
す
る
衆
生
も
常
不
軽
菩
薩

の
己
心
の
仏
界
に
合
掌
礼
拝
す
る
の
み
と
考
え
る
の
で
あ
り

ま
す
。

⑦
戒
壇
本
尊
を
秘
蔵
す
る
だ
け
で
は
本
来
の
法
門
に
帰
る
事

は
出
来
な
い
。

戒
壇
本
尊
は
元
来
秘
蔵
さ
れ
た
本
尊
で
あ
る
か
ら
秘
蔵
し

て
逢
拝
勤
行
の
形
に
戻
せ
ば
良
い
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す

が
、
秘
蔵
し
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
所
が
何
か
が
分
か
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
長
野
の
善
光
寺
、
浅
草
の
浅
草
寺
を
始
め
と

す
る
全
国
に
散
見
す
る
秘
仏
の
類
と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
見
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せ
物
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
何
の
意
味
も
な
く
、
勿
体
ぶ
っ

て
、
希
少
価
値
を
高
め
、
観
光
気
分
を
高
揚
さ
せ
る
だ
け
で

真
実
の
信
仰
、
成
仏
に
通
じ
る
教
え
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
、
秘
蔵
の
本
尊
な
の
か
、
そ
れ

は
、
私
達
が
見
せ
た
く
て
も
見
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
心
と

同
じ
で
、
己
心
の
仏
界
を
示
し
た
本
尊
は
、
形
と
し
て
肉
眼

に
見
え
れ
ば
、
凡
夫
は
必
ず
心
の
外
に
偶
像
と
し
て
の
本
尊

を
求
め
、
自
分
の
願
い
事
を
叶
え
る
為
の
対
象
物
と
し
て
の

本
尊
と
考
え
、
現
世
利
益
の
信
心
に
走
り
、
己
心
の
仏
界
を

拝
す
る
信
仰
が
出
来
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
日
蓮
大

聖
人
の
信
仰
は
戒
壇
の
本
尊
だ
け
が
進
拝
で
は
無
く
、
直
拝

し
て
い
る
本
尊
も
全
て
邊
拝
の
信
心
を
も

っ
て
、
己
心
の
仏

界
を
拝
す
る
信
仰
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
が

戒
壇
の
本
尊
を
拝
す
る
本
当
の
意
味
な
の
で
あ
り
ま
す
。
戒

壇
の
本
尊
だ
け
が
進
拝
で
、
あ
と
は
直
拝
で
良
い
と
い
う
の

で
な
く
、
全
て
が
逢
拝
の
信
心
、
己
心
の
仏
界
に
こ
そ
、
本

因
妙
の
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
示
し
伝
え
て
い
る
法
門
な

の
で
あ
り
ま
す
。
秘
蔵
す
る
だ
け
で
は
何
も
改
善
さ
れ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
が
何
を
機
縁
と
し
て
顕
さ
れ
、
何
を

一
切
衆
生
に
伝
え
て
い
る
の
か
と
い
う
本
尊
の
中
味
、
心
を

拝
す
る
進
拝
の
信
心
を
伝
え
、
実
行
し
な
け
れ
ば
、
何
も
蘇

生
し
な
い
し
、
真
の
法
華
経
の
行
者
を
目
指
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

御
影
堂
は
そ
の
名
の
通
り
日
蓮
大
聖
人
の
生
き
て
い
た
時

代
の
在
世
を
表
し
て
い
る
御
堂
で
あ
り
ま
す
。
客
殿
は
そ
の

名
の
通
り
日
蓮
大
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
の
滅
後
を
表
し

て
い
る
客
分

（
一
切
衆
生
）
に
主
体
を
置
い
た
御
堂
で
あ
り

ま
す
。

つ
ま
り
、
客
分
の

一
切
衆
生
と
師
が
互
い
に
向
き
合

い

一
箇
す
る
。
貫
主
、
隠
尊
貫
主
が
中
に
向
き
合
い
、
本
尊

と
信
徒
が
向
き
合

っ
た
師
弟

一
箇
を
見
守
り
、
確
認
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。

日
蓮

（左
）
、
日
興

（右
）
、
日
目

（左
）
『
一
閻
浮
提
の

御
座
主
』
の
貫
主
席
に
あ

っ
て
、
見
守
る
責
任
を
ま
っ
と
う

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
日
蓮
大
聖
人
は
ど
こ
ま
で
も
日
蓮

大
聖
人
だ
け
で
あ

っ
て
、
誰
も
日
蓮
大
聖
人
の
生
ま
れ
変
わ

り
で
も
、
今
日
蓮
が
い
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
で
は
、
間
近
に
見
え
る
、
近
過
ぎ
る
御
宝
蔵
、
奉

安
殿
の
戒
壇
本
尊
安
置
の
場
所
が
直
接
見
え
る
距
離
で
造
拝

の
勤
行
を
長
年
し
て
き
た
為
に
、
形
の
み
に
流
さ
れ
邊
拝
の

勤
行
が
何
を
意
味
し
て
い
る
も
の
な
の
か
と
い
う
事
が
、
忘

却
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
意
味
を
発
掘
す
る
気
持
ち
も
終
ぞ

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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大
石
寺
に
は
戒
壇
本
尊
が
御
安
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

正
し
い
法
が
あ
る
。
正
統
で
あ
る
。
と
、
彼
等
は
議
論
を
拒

否
し
て
血
を
吐
く
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
を
言
い
続
け
ま
す
。

戒
壇
本
尊
が
御
安
置
さ
れ
て
い
て
も
、
熱
原
法
難
の
師
弟

一
箇
の
宗
旨
と
信
心
の
志
は
大
石
寺
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
未
だ
に
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
が
身

延
日
蓮
宗
と
同
様
に
宗
旨
建
立
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
が

沢
山
存
在
し
、
日
蓮
正
宗
の
宗
旨
が
ど
こ
に
有
る
か
理
解
出

来
て
い
な
い
人
が
い
ま
す
。
逢
拝
の
勤
行
は
し
て
い
て
も
、

己
心
の
仏
界
を
平
等
に
尊
敬
し
、
信
じ
合
い
、
認
め
合
い
、

拝
し
合
う

一
切
衆
生
成
仏
の
信
心
の
志
は
ど
こ
に
有
る
の
で

し
ょ
う
か
。

私
は
昭
和
三
十
八
年
二
月
二
十
八
日
出
家
し
、
今
日
迄
生

き
て
き
た
中
で
、
大
石
寺
大
坊
で
の
小
僧
時
代
の
中
で
、
私

も
悪
い
事
ば
か
り
や
っ
て
い
た
の
で
、
沢
山
怒
ら
れ
、
説
教

さ
れ
、　
一
時
間
二
時
間
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
に
正
座
さ
せ

ら
れ
た
り
、
ゲ
ン
コ
ツ
、
ビ
ン
タ
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、

振
り
返

っ
て
考
え
る
に
、
そ
う
い
う
折
り
の
説
教
の
中
に
、

不
軽
菩
薩
の

「相
手
の
仏
性
を
認
め
尊
敬
す
る
、
法
華
経
の

行
者

（菩
薩
）
と
し
て
成
仏
す
る
」
と
い
う
教
え
が
流
れ
て

い
る
事
を
感
じ
た
事
が
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
先
輩
後
輩
、

年
功
序
列
の
、
た
と
え

一
日
で
も
出
家
が
早
く
、
年
下
で
も

先
輩
の
言
う
事
は
絶
対
で
あ
り
、
言
う
事
を
聞
け
、
先
輩
に

逆
ら
う
な
。
と
い
う
理
屈
が
全
て
の
基
本
で
し
た
。
世
間
の

兄
弟
の
序
列
よ
り
も
頑
な
で
、　
一
年
違
え
ば
、
ま
る
で
五
年
、

十
年
の
隔
た
り
が
あ
り
、
人
格
も
経
験
も
格
段
に
違
う
よ
う

な
感
覚
な
の
で
あ
り
ま
す
。
冗
談
と
も
本
気
と
も
取
れ
る
よ

う
に
、

「天
皇
と
ゴ
ミ
」
と
表
現
す
る
者
も
い
る
始
末
な
の

で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
人
間
的
に
人
格
、
行
体
の
優
れ
た
方

も
沢
山
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
方
が

一
方
に
い
て
く
れ
た
御

陰
で
、
私
の
よ
う
な
人
間
で
も
、
今
迄
や
っ
て
こ
れ
た
の
だ

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
輩
と
い
う
特
権
だ
け
を

感
情
の
赴
く
ま
ま
振
り
回
す
キ
レ
る
人
間
が
沢
山
い
ま
し
た
。

仏
法
の
為
や
成
仏
の
為
や
後
輩
の
成
長
の
為
で
は
な
く
、
自

分
の
感
情
の
は
け
口
と
し
て
、
後
輩
を
反
論
出
来
な
い
、
身

動
き
出
来
な
い
雪
隠
状
態
に
し
て
お
い
て
粘
質
的
な
イ
ジ
メ

リ
ン
チ
を
説
教
の
名
を
借
り
て
す
る
だ
け
の
、
人
に
は
厳
し

く
、
自
分
に
は
甘
い
人
間
組
織
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「依
法

不
依
人
」
の
基
本
も
組
織
の
為
に
は
邪
魔
な
も
の
で
し
か
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
軍
隊
式
教
育
を
取
り

入
れ
た
創
価
学
会
に
し
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
閉
鎖
さ
れ

た
軍
隊
系
、
体
育
会
系
、
の
社
会
は
、
上
層
に
甘
く
堕
落
の
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温
床
に
な
り
、
下
層
に
厳
し
い
リ
ン
チ
体
質
に
必
ず
帰
着
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
組
織
の
根
本
と
な
る
教
義
、
理
念
、

信
条
が
明
確
に
掲
げ
ら
れ
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
、
誰
が
見

て
も
、
矛
盾
し
て
い
る
事
が

一
目
瞭
然
の
組
織
。
先
輩
後
輩
、

年
功
序
列
の
単
純
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
も
大
切
な
も
の
が
あ

る
こ
と
を
、
全
体
が
認
識
出
来
る
組
織
で
な
け
れ
ば
、
信
仰

の
団
体
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
い
つ
頃
か
ら
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
延
長
線
上
に
貫
主
本
仏
論

と
い
う
、
不
軽
菩
薩
の
法
門
を
否
定
す
る
、
真
逆
の
組
織
を

守
る
の
に
安
楽
な
先
輩
後
輩
、
年
功
序
列
の
最
た
る
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
型
の
組
織
を
強
固
と
思
い
込
み
保
守
す
る
為
に
不
軽
菩
薩

の
法
門
は
完
全
に
遠
い
音
の
早
い
段
階
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
言
葉
だ
け
の
、

「我
々
の
子
供

達
の
中
に
日
目
上
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
い
る
。
」
等
と
い

う
、
日
目
上
人
が
育
つ
土
壌
作
り
も
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、

綺
麗
事
だ
け
を
言
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
れ
ほ

ど
日
目
上
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
出
て
来
て
も
、
芽
を
摘
ま

れ
ボ
ロ
ボ
ロ
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

貫
主
だ
け
が
選
ば
れ
し
仏
で
、
貫
主
の
認
可
で
、
法
の
正

邪
、
衆
生
の
成
仏
不
成
仏
が
決
定
す
る
と
い
う
教
義
な
ら
ば
、

十
界
互
具

・
悉
有
仏
性
の
法
華
経
の
教
え
、
不
軽
菩
薩
と
い

う
法
華
経
の
行
者
の
手
本
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
と
、
ど
の

様
に
矛
盾
せ
ず
会
通
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

誰
も
、
細
井
日
達
師
や
阿
部
日
顕
師
や
早
瀬
日
如
師
を
現

代
の
日
蓮
大
聖
人
な
ど
と
信
じ
て
い
る
人
な
ど
い
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
細
井
日
達
師
や
阿
部
日
顕
師
や
早
瀬
日
如
師
を

日
蓮
大
聖
人
に
し
て
お
い
た
ほ
う
が
、
自
分
達
の
権
威
、
存

在
に
便
利
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
事
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
祭
り
上
げ
ら
れ
た
御
神
輿
に
さ
れ
て
い
る
だ

け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
文
字
通
り
御
神
輿
で
す
か
ら
、
日
蓮

正
宗
の
教
義
等
と
い
う
も
の
で
無
く
、
単
な
る
自
分
達
の
組

織
の
御
都
合
主
義
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
外
道
の
理
屈
で
し
か

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
の

一
切
衆
生
成
仏
の
法

と
言
い
難
い
外
道
の
屁
理
屈
な
の
で
あ
り
ま
す
。

③
結

《
戒
壇
本
尊
が
何
故
根
本
で
あ
り
、　
一
番
大
切
な
本
尊

と
言
う
の
か
。
》

大
石
寺
で
は
、

「戒
壇
本
尊
さ
え
あ
れ
ば
、
日
蓮
正
宗
、

大
石
寺
は
安
泰
だ
。
」

こ
の
よ
う
に
言
い
伝
え
て
き
た
。
じ
ゃ
あ
何
故
そ
う
な
る

の
か
、
と
い
う
理
由
を
明
確
に
説
明
し
、
そ
の
理
由

・
心
を

133



世
の
中
に
折
伏
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
っ
た

く
し
よ
う
と
し
な
い
。
私
は
彼
等
は
そ
の
理
由
が
分
か
っ
て

な
い
か
ら
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
戒
壇
本
尊
さ
え
あ

れ
ば
、
あ
と
の
理
屈
は
い
ら
な
い
と
い
う
、
根
性
論
、
感
情

論
を
信
仰
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

形
の
あ
る
も
の
は
必
ず
無
く
な
る
。
こ
れ
は
絶
対
の
真
理

・

道
理
で
あ
り
、
仏
教
に
お
い
て
も
全
て
の
教
え
の
前
提
と
し

て
認
め
て
い
る
道
理
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
大
石
寺
の
人
々

は

「戒
壇
本
尊
は
無
く
な
ら
な
い
ん
だ
、
無
く
な
ら
な
い
と

信
じ
る
の
が
信
心
だ
。
」
と
言
い
張
る
の
で
あ
り
ま
す
。
全

て
の
生
命
に
は

【成

。
住

・
壊

・
空
】
が
有
る
と
説
き
な
が

ら
、
戒
壇
本
尊
だ
け
は
圏
外
で
永
遠
だ
と
主
張
す
る
暴
論
。

我
々
が
住
ん
で
い
る
地
球
に
も

【壊

・
空
】
の
時
代
が
必
ず

来
る
。
地
球
が
無
く
な
っ
て
も
、
戒
壇
本
尊
だ
け
は
無
く
な

ら
な
い
、
ロ
ケ
ツ
ト
で
他
の
惑
星
に
戒
壇
本
尊
を
運
ん
で
と
、

イ
タ
チ
ご

っ
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
主
張
す
る
人
間
も
出
て

く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

【壊

・
空
】
の
道
理
か
ら
、
他
の

惑
星
に
移
そ
う
が
、
逃
れ
る
術
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日

蓮
正
宗
、
大
石
寺
安
泰
の
為
に
戒
壇
本
尊
と
い
う
権
益
に
し

が
み
つ
き
悪
用
し
て
い
る
体
質
な
の
で
あ
り
ま
す
。

今
迄
論
じ
て
来
た
よ
う
に
、
戒
壇
本
尊
は
、
熱
原
法
難
を

契
機
に
し
て
師
弟
合
い
寄

っ
て
確
認
さ
れ
た
、
師
弟
不
二
、

一
切
衆
生
成
仏
の
確
認
を
出
世
の
本
懐
と
し
て
建
立
さ
れ
た

本
尊
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
大
石
寺
の
人
々
は
、
こ
の
法
魂

と
本
尊
の
姿
形
を
限
り
な
く
別
々
の
物
と
考
え
、
姿
形
に
し

が
み
付
き
、
法
魂
を
見
失
い
、
姿
形
こ
そ
法
魂
と
強
弁
し
、

姿
形
の
源
が
何
か
を
忘
却
し
て
い
る
、
心
無
し
の
状
態
で
あ

り
ま
す
。
色

・
心
に
警
え
を
借
り
れ
ば
、
色
こ
そ
生
命
だ
と

主
張
し
て
い
る
愚
か
さ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

戒
壇
本
尊
そ
の
物
が
久
遠
元
初

。
本
因
妙

。
一
念
三
千
の

法
な
の
で
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
久
遠
元
初

・
本
因
妙

・

一
念
三
千
の
法
が

一
切
衆
生
成
仏
の
法
で
あ
る
こ
と
を
、　
一

念
三
千
を
識
ら
ざ
る

一
切
衆
生
に
は
仏
が
大
慈
悲
を
起
し
、

妙
法
蓮
華
経
の
五
字
の
内
に
此
の
珠
を
裏
み
、
末
代
幼
稚
の

頸
に
懸
け
さ
せ
し
め
給
う
手
段
と
し
て
、
強
い
て
顕
さ
れ
た

の
が
戒
壇
本
尊
な
の
で
あ
り
ま
す
。

表
し
が
た
い
、
掴
ん
で
示
す
事
の
出
来
な
い
人
間
の
心
を
、

言
葉
や
、
行
動
や
、
心
と
い
う
字
で
強
い
て
表
し
な
が
ら
生

き
て
い
る
、
現
実
社
会
と
同
様
な
の
で
あ
り
ま
す
。

出
世
の
本
懐
た
る
法
魂
か
ら
本
尊
の
姿
形
が
生
ま
れ
、
本

尊
の
姿
形
を
通
し
て
法
魂
を
逢
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
二

と
な
る
。
こ
れ
が
信
心
の
肝
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
、
貫
主
だ
け
が
仏
と
い
う
、
真
逆

な
矛
盾
か
ら
、
僧
俗
の
立
場
を
超
越
し
て

一
人

一
人
の
信
仰

者
が

一
日
も
早
く
覚
醒
し
、
脱
却
す
る
勇
気
を
持

っ
て
頂
き

た
い
と
願
う
。

我
々
が
帰
る
べ
き
境
地
は
、
戒
壇
本
尊
の
存
在
す
る
大
石

寺
と
い
う
有
形
の
場
所
で
は
な
く
、
熱
原
の
法
難
を
機
縁
と

し
て
、
戒
壇
本
尊
に
顕
わ
し
、　
一
切
衆
生
に
成
仏
道
を
伝
え

よ
う
と
さ
れ
た
、
己
心
の
仏
界
で
あ
る
、
久
遠
元
初

。
本
因

妙

。
一
念
三
千
の
正
法
を
師
弟

一
箇
、
合
い
寄

っ
て
開
示
悟

入
す
る
、
法
魂
そ
の
も
の
が
戒
壇
本
尊
の
故
郷
な
の
で
あ
り

ま
す
。

戒
壇
本
尊

・
末
寺
本
尊

・
真
筆

・
形
木
と
本
尊
に
階
級
が

あ
る
か
の
よ
う
に
、
全
て
は
戒
壇
本
尊
の
写
し
で
あ
り
、　
一

番
目
の
写
し
、
二
番
目
の
写
し
、
三
番
目
の
写
し
が
有
る
か

の
よ
う
に
発
言
す
る
輩
が
い
る
。
自
宅
の
本
尊
に
お
詣
り
し

て
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
お
寺
の
本
尊
を
拝
ま
な
け
れ

ば
功
徳
が
な
い
、
御
寺
の
本
尊
だ
け
に
お
詣
り
し
て
い
て
は

い
け
な
い
、
登
山
を
し
て
、
戒
壇
本
尊
に
お
詣
り
し
な
け
れ

ば
成
仏
出
来
無
い
。
結
果
、
戒
壇
本
尊
は

一
番
功
徳
の
あ
る
、

効
き
目
の
強
い
本
尊
な
ん
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
、
何
の
疑

問
も
無
し
に
、
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
に
階

級
が
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

久
遠
元
初

。
本
因
妙

。
一
念
三
千
の
正
法
に
階
級
が
有
る

だ
ろ
う
か
。
有
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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