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一
、
は
じ
め
に

　

私
の
研
究
の
主
な
テ
ー
マ
は
、
曹
洞
宗
、
禅
宗
の
儀
礼
研
究
で
ご

ざ
い
ま
す
。
最
初
に
、
な
ぜ
こ
う
い
う
研
究
を
始
め
よ
う
か
と
思
っ

た
か
、
簡
単
な
経
緯
、
こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
資
料
の
初
め
の
部
分

と
重
複
し
ま
す
が
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
は
、
た
だ
今
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
よ
う
に
横
浜
の
寺
院
住

職
で
、
お
寺
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
宗
派
に
つ
い
て
、
禅
宗
、
曹
洞
宗

と
い
う
こ
と
が
、
中
学
生
位
か
ら
段
々
判
っ
て
来
ま
し
た
。
小
学
校

の
頃
か
ら
先
住
に
付
い
て
、
朝
課
な
ど
を
お
こ
な
い
、
小
学
校
六
年

生
ぐ
ら
い
の
時
に
は
、
教
区
の
施
食
会
な
ど
に
参
列
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
曹
洞
宗
、
禅
宗
だ
と
い
わ
れ
て
も
、
夏
の
子
ど
も
会
の
坐
禅

会
を
や
る
程
度
で
、
坐
蒲
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
、
一
般
寺
院

と
同
様
、
葬
儀
、
法
事
、
そ
れ
か
ら
各
種
の
法
要
と
い
う
の
が
、
や

は
り
行
事
の
中
心
に
な
り
ま
す
し
、
檀
家
さ
ん
が
お
集
ま
り
い
た
だ

く
の
も
そ
う
い
う
時
で
し
た
。

　

大
学
に
進
み
ま
し
て
、
仏
教
学
部
で
し
た
け
れ
ど
も
、
中
国
に
行

く
機
会
も
あ
り
、
学
ん
で
行
く
内
に
禅
宗
の
特
徴
と
い
う
の
は
何
か

と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
唐
代
に
禅

宗
が
独
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
燈
史
・
語
録
が
編
纂
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
。
も
う
一
つ
が
、
百
丈
懐
海
に
代
表
さ
れ
る
、
清
規
の
成
立
だ

と
思
い
ま
し
た
。
新
し
い
、
ル
ー
ル
・
規
則
を
作
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

話
は
飛
び
ま
す
が
、
例
え
ば
国
と
し
て
独
立
す
る
、
組
織
と
し
て

【
研
究
会
】

禅
宗
儀
礼
の
研
究

│
│
儀
礼
の
変
遷
過
程
と
そ
の
背
景
│
│

尾　
　

崎　
　

正　
　

善
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独
立
し
て
い
く
上
に
は
、
新
し
い
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
、
さ
ら
に
独

自
の
規
範
・
儀
礼
・
法
要
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
他
と
は
違
う

と
い
う
こ
と
を
、
謳
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
う
し
た
過

程
、
ど
う
し
て
新
た
な
規
則
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
知

り
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
法
要
の
や
り
方
、
そ
れ
か
ら
そ
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
比
較
的
い
ろ
ん
な
テ
キ
ス
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
儀

礼
が
、
実
際
に
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で

す
。
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
儀
礼
も
、
道
元
禅
師
の
時
代
か
ら
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
瑩
山
禅
師
の
時
代
か
ら
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
し
く
は
、
そ
れ

ら
の
時
代
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
で
は
内
容
が
変
化
し
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
変
化
の
過
程
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か

少
し
自
分
な
り
に
知
り
た
い
、
自
分
で
儀
礼
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ

て
、
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う

し
た
研
究
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
、
清
規
・
儀
礼
の
研
究
と
は
何
か

　

資
料
の
順
番
に
お
話
い
た
し
ま
す
け
ど
も
、「
は
じ
め
に
」
と
い

う
と
こ
ろ
で
す
。「
清
規
・
儀
礼
の
研
究
と
は
何
か
」、
と
い
う
こ
と

で
す
。
先
程
お
話
し
し
た
こ
と
と
重
複
し
ま
す
。
ま
ず
、
儀
礼
と
い

う
の
は
、
思
想
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
大
学

院
で
の
研
究
会
の
時
、
あ
る
先
生
が
、
儀
礼
は
思
想
の
現
れ
だ
と
仰

ら
れ
た
。
内
容
は
、
そ
の
発
表
と
全
く
関
係
な
い
の
で
す
が
、
た
ま

た
ま
そ
う
い
う
こ
と
を
仰
い
ま
し
て
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま

し
た
。
や
は
り
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
意
味
、
思
想

に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
様
々
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
様
々
な

こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
思

想
的
な
背
景
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
意
味
付
け
で
す
け
ど

も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
、
や
は
り
し
っ
か
り
と
考
え
て
行
う
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
は
、
曹
洞
宗
の
雑
誌
で
あ
る
、『
宗
報
』
に
三
年
間
に
わ
た
っ

て
連
載
さ
せ
て
頂
い
た
も
の
を
一
冊
に
ま
と
め
た
、『
私
た
ち
の
行

持
』、
そ
れ
か
ら
そ
の
『
宗
報
』
付
録
の
『
寺
ス
ク
ー
ル
』
と
い
う

の
に
、
儀
礼
と
仏
具
・
鳴
ら
し
物
に
つ
い
て
、
四
年
間
連
載
さ
せ
て

頂
き
、
そ
の
内
の
前
半
の
二
年
の
行
事
部
分
を
ま
と
め
た
『
よ
く
わ

か
る
曹
洞
宗
の
行
事
』
を
著
し
ま
し
た
。
本
日
お
話
し
す
る
の
は
、

こ
れ
ら
の
本
の
中
で
す
で
に
記
し
た
内
容
の
、
ほ
ん
の
一
部
を
ご
紹
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介
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
他
の
所
で
も
す
で

に
論
じ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
研
究
会
と
し
て
は
、
非
常
に
恥
ず
か

し
い
発
表
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
御
寛
恕
下
さ
い
。

　

さ
て
、
個
別
の
事
例
と
し
て
最
初
に
「
回
向
文
」
を
取
り
上
げ
ま

す
。
回
向
文
と
い
う
の
は
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

読
経
の
後
に
、
そ
の
功
徳
を
振
り
向
け
る
こ
と
で
す
。
当
然
、
振
り

向
け
る
功
徳
の
対
象
、
さ
ら
に
何
を
、
ど
う
い
う
こ
と
を
願
う
か
と

い
う
こ
と
が
、
こ
の
回
向
文
の
中
に
込
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の

内
容
も
、
実
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
す
。
朝
課
諷
経
と
葬

送
儀
礼
に
関
し
て
、
一
部
取
り
上
げ
ま
す
。

　

次
に
、
法
戦
式
で
す
。
法
戦
式
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
で
な
い
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
曹
洞
宗
の
主
要
な
行
事
で

あ
り
、
一
人
前
の
僧
侶
に
な
る
た
め
の
、
非
常
に
重
要
な
儀
式
で
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
ま
す
。
結
論
を

い
う
な
ら
ば
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
は
、
明
治
以
降
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
最
後
に
成
道
会
を
取
り
上
げ
ま
す
。
成
道
会
は
、
十

二
月
八
日
に
、
お
釈
迦
様
が
悟
り
を
開
い
た
、
そ
の
法
要
で
す
。
三

仏
忌
の
一
つ
で
、
三
仏
忌
と
い
う
の
は
、
一
つ
は
、
降
誕
会
、
お
釈

迦
さ
ま
が
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
四
月
八
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
今
挙
げ
た
成
道
会
の
十
二
月
八
日
、
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を

開
か
れ
た
日
で
す
。
そ
し
て
、
三
つ
目
が
二
月
十
五
日
の
涅
槃
会
、

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
日
で
す
。
こ
の
三
つ
を
三
仏
忌
と
い
っ
て
曹

洞
宗
で
は
非
常
に
重
要
視
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
儀
礼
も
実
は
、
道
元
禅
師
の
頃
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
形
式
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
成
道

会
を
非
常
に
重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
禅
宗
の
、
曹
洞
宗
の
特
徴

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
も
、
一
つ
理
解
し
て
頂
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
儀
礼
変
遷
の
問
題
で
す
。
思
想
的
、
社
会
的
背
景
を

考
え
て
い
く
、
な
ぜ
変
わ
っ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
行
く
。
こ
の
辺
も
、
若
干
で
す
け
ど

も
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
今
後
の
宗
門
儀
礼
の
あ
り
方
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。
最
終
的
に
は
、
こ
れ
が
目
標
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
発

表
で
は
、
そ
こ
ま
で
は
踏
み
込
み
ま
せ
ん
。

　

私
は
ま
た
宗
門
の
僧
侶
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
布
教
教
化
と
い
う
こ

と
も
含
め
て
、
儀
礼
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
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い
ま
す
。
こ
れ
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か
、
現
代
社
会

に
お
け
る
布
教
、
そ
の
方
向
性
や
可
能
性
と
き
り
結
ん
で
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
少
し
極
端
な
言

い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
研
究
は
研
究
で
留
ま
る
の
で
は
な
く

て
、
実
際
に
役
に
立
つ
と
い
い
ま
す
か
、
現
場
で
生
か
さ
れ
る
研
究

で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

儀
礼
と
い
う
も
の
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
変

遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
何
が
わ
か
る
か
、
何
を
読
み

取
る
の
か
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
に
そ
れ
を
ど
う
振
り
向
け
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
私
の
研
究
の
大
き
な
テ
ー
マ
、
方

向
性
で
あ
り
ま
す
。

　

先
程
、
坐
禅
堂
を
お
参
り
、
拝
観
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
坐

禅
の
仕
方
に
つ
い
て
今
日
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
警
策
は
、

道
元
禅
師
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
瑩
山
禅
師
も
使
わ
れ
て
な

い
。
警
策
が
入
っ
て
く
る
の
は
、
江
戸
期
、
黄
檗
宗
か
ら
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、
道
元
禅
師
の
坐
禅
の
や
り
方
を
見
ま
し
て
も
、
止
静

と
か
抽
解
鐘
と
い
う
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら
の
坐
禅
堂
に
は
立

派
な
経
行
廊
下
が
あ
り
ま
す
が
、
経
行
は
今
は
一
斉
に
、
抽
解
鐘
が

鳴
る
と
経
行
し
ま
す
け
ど
も
、
当
時
は
、
例
え
ば
眠
く
な
っ
た
り
足

が
痛
く
な
っ
た
り
し
た
ら
、
自
由
に
自
分
で
単
を
降
り
て
、
経
行
廊

下
に
出
て
経
行
す
る
と
い
う
の
が
、
昔
の
坐
禅
堂
で
の
進
退
で
あ
り

ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
坐
禅
堂
の
進
退
一
つ
を
取
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
変
化

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
や
は
り
坐
禅
指
導
を
す
る
時
に
、
そ
う

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
行
う
の
と
、
知
ら
な
い
で
と
い
い
ま
す

か
、
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
行
う
の
と
で
は
、
心
構
え
も
少
し
違
う

の
で
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
本
日
の
発
表
を
お
聞
き
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
、
朝
課
回
向
文
の
変
遷

　

ま
ず
、
一
番
目
、
回
向
文
で
す
。
回
向
文
に
つ
い
て
は
、
先
程
も

少
し
述
べ
ま
し
た
け
ど
も
、
読
経
を
し
た
後
に
、
そ
の
功
徳
を
振
り

向
け
る
こ
と
で
す
。
そ
の
振
り
向
け
る
対
象
、
願
い
と
い
う
も
の

が
、
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
、
そ
の
文
言
の
中
身
に
変

化
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

最
初
に
「
朝
課
諷
経
」で
す
が
、漢
字
ば
っ
か
り
で
す
。
全
部
読
ん

で
い
る
と
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
要
点
だ
け
お
話
し
し
ま
す
。
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ま
ず
、
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
と
い
う
の
は
、
現
存
す
る
『
瑩

山
清
規
』
の
中
で
は
、
最
古
の
写
本
で
あ
り
ま
す
。
普
済
善
救
が
書

写
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
千
三
百
年
代
の
後
半
、
瑩
山
禅

師
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
が
、
一
三
二
五
年
で
す
の
で
、
大
体
亡
く
な

ら
れ
て
か
ら
五
十
年
後
ぐ
ら
い
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
か
な
り
原
形
を
留
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
原
形
に
近
い
と
思

い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
異
本
校
合
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
五
十
年
も
経
た
時
点
で
は
、
い
ろ
い
ろ
変
化
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
「
朝
課
回
向
文
」
と
い
う
こ
と
で
、
朝
の
お
勤
め
で
す
。
現
在
の

朝
課
は
、『
行
持
軌
範
』
を
見
ま
す
と
五
つ
、
仏
殿
諷
経
、
応
供
諷

経
、
祖
堂
諷
経
、
そ
れ
か
ら
開
山
歴
住
諷
経
と
祠
堂
諷
経
の
、
五
つ

を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
は
、
こ
の
「
粥
了
諷
経
」、

後
世
の
も
の
だ
と
「
粥
罷
諷
経
」
と
書
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
一
つ
だ

け
で
す
。
因
み
に
、
粥
罷
と
い
う
の
は
、
朝
粥
の
後
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
『
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
は
、
面
山
の
著
し
た
江
戸
時
代
の
も
の
で

す
が
、
こ
れ
も
、
粥
了
諷
経
と
い
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

少
し
余
計
な
話
で
す
け
ど
も
、
初
期
の
段
階
で
は
、
坐
禅
を
し
て
、

朝
粥
、
朝
ご
飯
を
食
べ
、
そ
の
後
に
仏
殿
に
上
が
っ
て
朝
課
を
し
ま

し
た
。
僧
堂
経
験
者
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
は
坐
禅
を
し

て
朝
課
を
行
っ
て
か
ら
、
粥
を
食
べ
、
そ
し
て
掃
除
な
ど
を
行
い
ま

す
。
順
番
が
逆
転
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
理
由
は
、
簡
単
で
あ
り
ま
し
て
、
黄
檗
宗
の
影
響
な
の
で

す
。
面
山
は
、「
こ
れ
は
古
規
に
乗
っ
取
っ
て
い
な
い
、
古
い
形
式

で
は
な
い
」
と
か
な
り
激
し
く
批
判
す
る
の
で
す
が
、
現
在
永
平
寺

も
總
持
寺
も
坐
禅
を
し
た
後
に
朝
課
を
行
い
、
そ
の
後
に
朝
粥
、
朝

ご
飯
を
食
べ
ま
す
。
こ
の
時
代
は
、
逆
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ま
た
少
し
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、
黄
檗
宗
の
影
響
と
い
う

の
は
か
な
り
強
く
て
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
警
策
、
そ
れ
か
ら

朝
課
の
読
経
の
時
に
木
魚
を
敲
き
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
木
魚
も
黄
檗

か
ら
の
影
響
で
す
。
永
平
寺
の
玄
透
即
中
禅
師
は
、「
こ
れ
は
古
規

に
乗
っ
取
っ
て
い
な
い
」
と
い
っ
て
永
平
寺
中
の
木
魚
を
全
部
集
め

て
燃
し
た
と
い
う
記
録
が
『
永
平
寺
史
』
の
中
に
も
引
か
れ
て
い
ま

す
が
、
私
が
永
平
寺
に
い
た
時
も
、
ち
ゃ
ん
と
木
魚
は
敲
い
て
お
り

ま
し
た
。

　

面
山
は
、
警
策
の
批
判
を
か
な
り
行
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
現
在
で

も
警
策
は
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
諷
経
と
朝
粥
の
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順
番
も
、
黄
檗
の
影
響
を
受
け
て
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

少
し
話
が
横
道
に
そ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
初
期
の
回
向
文
の
特
徴

を
述
べ
ま
す

　
　
　

上
来
諷
誦
、
大
悲
円
満
無
碍
神
呪
、
消
災
妙
吉
祥
神
呪
、
所

集
功
徳
、
回
向
真
如
実
際
無
上
仏
果
菩
提
。
祝
献
、
護
法
龍

天
、
護
法
聖
者
、
三
界
万
霊
、
十
方
真
宰
、
日
本
国
内
大
小
神

祇
、
當
山
土
地
、
當
山
龍
王
、
護
伽
藍
神
、
十
八
善
神
、
招
宝

七
郎
大
権
修
利
菩
薩
、
白
山
、
八
幡
、
監
斉
使
者
、
多
聞
、
迦

羅
、
稲
荷
神
等
、
合
堂
の
真
宰
、
今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権

衡
造
化
、
南
方
火
徳
星
君
、
火
部
聖
衆
。
殊
勲
、
祝
献
、
本
寺

檀
那
・
十
方
施
主
・
合
山
清
衆
本
命
元
辰
、
當
年
属
星
、
守
道

守
宮
、
一
切
聖
造
。
所
冀
、
山
門
鎮
静
、
修
造
無
難
、
十
方
施

主
、
福
寿
荘
嚴
、
法
界
衆
生
、
同
円
種
智
者
。

 

　
（
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』「
粥
諷
経
」
の
回
向
文
）

　
「
上
来
諷
経
す
る
、
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
、
消
災
妙
吉
祥
神
呪
」

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
次
に
、「
集
ま
る
と
こ
ろ
の
功
徳
は
、
真
妙
実

際
無
上
仏
果
菩
提
に
回
向
す
る
」
と
続
き
ま
す
。
次
に
「
祝
献
す

る
」
の
で
す
が
、
こ
こ
は
長
い
の
で
、
読
み
ま
せ
ん
が
、「
火
部
聖

衆
」
ま
で
掛
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
「
祝
献
」
が
出
て
き
て
、

「
本
寺
檀
那
」
か
ら
「
一
切
聖
造
」
に
掛
か
り
ま
す
。
最
後
に
、「
所

冀
は
、
山
門
鎮
静
」
か
ら
、「
同
円
種
智
者
」
と
い
う
構
造
で
す
。

　

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　

Ⅰ
、 

読
誦
経
典
の
変
化
。
↓
流
布
本
『
瑩
規
』
は
、「
上
来
諷

誦
神
咒
功
徳
」
へ

　
　

Ⅱ
、 

ま
ず
「
真
如
実
際
無
上
仏
果
菩
提
」
に
回
向
す
る
。

　
　

Ⅲ
、 

次
に
「
護
法
の
龍
天
」
か
ら
「
火
部
聖
衆
」
に
祝
献
す
る
。

　
　

Ⅳ
、 

次
に
「
本
寺
の
檀
那
」
か
ら
「
一
切
聖
造
」
に
祝
献
す
る
。

　
　

Ⅴ
、 

最
後
に
「
山
門
の
鎮
静
、
施
主
の
福
寿
」
等
を
祈
念
す
る
。

　

ま
ず
、
後
の
清
規
と
比
較
す
る
と
、
読
誦
経
典
の
変
化
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
は
、
大
悲
呪
と
消
災
呪
を
読
み
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
流
布
本
『
瑩
山
清
規
』
は
、「
上
来
諷
誦
、
神

咒
」
と
な
り
ま
す
。「
神
咒
」
で
す
の
で
、
大
悲
呪
か
消
災
呪
と
い

う
意
味
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
特
定
の
も
の
を
挙
げ
て
い
ま
せ

ん
。

　
『
行
法
鈔
』
に
な
り
ま
す
と
、「
上
来
諷
誦
、
経
号
」
と
い
う
ふ
う

に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
何
の
経
典
で
も
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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『
明
治
校
訂
』
の
仏
殿
諷
経
に
な
る
と
、
現
在
の
よ
う
に
「
普
門

品
・
大
悲
呪
・
消
災
呪
」
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
時
代
に
よ
っ

て
、
経
典
の
内
容
、
若
し
く
は
表
記
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

最
初
、「
真
如
実
際
無
上
仏
果
菩
提
」、
こ
れ
は
、
悟
り
、
最
上
な

る
悟
り
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
釈
尊
若
し
く
は
仏
陀
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
理
解
し
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
に
回
向
す
る
。

　

次
に
、
護
法
の
龍
天
、
護
法
の
聖
者
、
三
界
万
霊
、
十
方
真
宰
、

日
本
国
内
大
小
神
祇
、
當
山
土
地
、
當
山
龍
王
、
護
伽
藍
神
、
十
八

善
神
、
招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
、
白
山
、
八
幡
、
監
斉
使
者
、
多

聞
、
伽
羅
、
稲
荷
等
の
数
々
の
、
神
仏
に
回
向
を
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
岩
手
の
『
正
法
清
規
』
に
な
る
と
、
そ
の
地
域
の
土
地
神
を
ど

ん
ど
ん
と
取
り
込
ん
で
増
え
て
い
く
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
面
山
の
『
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
は
、
こ
れ
を
整
理
し
、

削
っ
て
行
く
方
向
に
向
か
い
ま
す
。
一
部
重
複
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
天
照
大
神
が
加
え
ら
れ
、
稲
荷
大
明
神
、
白
山
妙
理
大

権
現
と
続
き
、
そ
の
後
に
、「
某
国
宗
廟
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
国
、
そ
の
土
地
の
神
様
を
何
で
も
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う

に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
す
る
の
で
す
。
そ
の
地
域
の
神
を
取
り
込
む
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

少
し
飛
び
ま
す
け
れ
ど
、『
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
の
最
後
は
、「
所

冀
は
、
皇
図
鞏
固
、
国
土
昇
平
、
本
寺
大
小
檀
那
、
福
壽
長
久
」
と

な
り
ま
す
。
こ
こ
は
祈
り
の
言
葉
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
た

後
に
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、『
明
治
校
訂
』
の
朝
課
で
は
「
仏
殿
諷
経
」
が
該
当
す
る

と
い
う
こ
と
で
挙
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

明
治
新
政
府
、
国
の
統
制
な
ど
も
あ
り
ま
し
て
、
江
戸
時
代
ま
で

は
、
各
門
派
別
、
そ
の
地
域
別
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
法
要
・
儀
礼

を
新
た
に
全
国
統
一
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
図
ら
れ
ま
す
。
そ

う
い
う
中
で
、『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』
が
明
治
二
二
年
（
一

八
八
九
）
に
編
集
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
仏
殿
諷
経
」
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
「
上
来
諷

誦
、
大
乗
妙
典
観
音
普
門
品
、
大
悲
心
陀
羅
尼
、
消
災
妙
吉
祥
陀
羅

尼
」
と
な
り
、
経
典
名
が
固
定
し
ま
す
。
次
に
、「
集
む
る
所
の
功

徳
は
、
真
如
実
際
荘
厳
無
上
仏
果
菩
提
に
回
向
す
」
と
、
こ
こ
ま
で

は
同
じ
で
す
。
次
の
祝
献
す
の
後
は
、「
護
法
諸
天
、
護
法
聖
者
、

日
本
国
内
大
小
神
祇
、
當
山
土
地
護
伽
藍
神
、
招
宝
七
郎
大
権
修
利

菩
薩
、
合
堂
真
宰
」
と
、
護
法
諸
天
、
護
法
聖
者
、
日
本
国
内
大
小
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神
祇
は
残
り
ま
す
が
、
例
え
ば
天
照
大
神
・
稲
荷
大
明
神
等
の
神
が

全
部
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
土
地
神
、
そ
れ
か
ら
、
道
元
禅
師

の
一
夜
碧
巌
ゆ
か
り
の
招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
だ
け
は
残
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
外
の
神
様
は
全
部
、
さ
ら
に
南
方
火
徳
聖
君
と
か
、
火

部
聖
衆
等
も
皆
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
所
冀
は
、
皇
図
鞏
固
、
国
土
昇
平
、
本
寺
大
小
檀

那
、
福
壽
長
久
、
十
方
施
主
」
と
い
う
形
で
非
常
に
整
理
統
合
さ
れ

ま
す
が
、
こ
れ
は
面
山
と
同
じ
方
向
で
す
。

　

そ
の
次
、『
昭
和
訂
補
』
で
す
。
こ
れ
は
戦
争
が
終
り
ま
し
て
、

新
た
に
儀
礼
な
ど
も
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
五
年

（
一
九
五
〇
）
の
も
の
で
す
。

　
「
所
冀
は
」
の
箇
所
で
す
が
、「
大
恩
教
主
本
師
釈
迦
牟
尼
仏
、
現

座
道
場
本
尊
云
々
、
高
祖
承
陽
大
師
、
太
祖
常
済
大
師
」
と
な
り
ま

す
。「
一
仏
両
祖
」
と
い
う
形
で
す
が
、
こ
れ
が
確
定
す
る
の
は
こ

の
段
階
な
の
で
す
。

　

因
み
に
、
一
仏
両
祖
と
い
う
、
両
祖
御
尊
号
の
統
一
が
は
か
ら
れ

る
の
は
、
明
治
一
〇
年
で
す
。
明
治
一
〇
年
に
両
祖
と
い
う
考
え
方

が
、
確
定
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
回
向
文
に
反
映
さ
れ
る
の
は
、

戦
後
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

続
い
て
、「
無
上
仏
果
菩
提
を
荘
厳
す
」
と
な
り
ま
す
。

　

次
の
、
祝
献
の
後
は
、「
護
法
諸
天
、
護
法
聖
者
、
当
山
土
地
護

伽
藍
神
、
招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
」
と
、
護
法
神
と
土
地
神
と
招

宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

極
端
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
日
本
国
内
大
小
神
祇
と
い
う
神
道

系
の
考
え
方
を
み
ん
な
削
除
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
最
後
に
、「
所
冀
は
、
国
家
昌
平
、
万
邦
和
楽
」
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、『
昭
和
修
訂
』、
こ
れ
は
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
に

出
た
も
の
で
が
、
こ
れ
は
男
女
差
別
な
ど
も
含
め
た
、
様
々
な
人
権

思
想
に
基
づ
い
て
改
訂
し
た
も
の
で
、「
仏
殿
諷
経
」
に
関
し
て

は
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
、「
所
冀
は
、
国
土
安
穏
、
万
邦
和
楽
」
と

な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、「
皇
図
鞏
固
、
国
土
昇
平
」、
ま
た
は

「
国
家
昌
平
、
国
土
安
穏
」
と
な
っ
て
い
た
箇
所
で
す
。

　

何
か
こ
の
箇
所
だ
け
取
り
上
げ
る
と
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う

な
、
挙
げ
足
を
取
る
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
が
、
や
は
り
こ
れ
を
変

え
た
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
先
程
も
言
い
ま
し
た
人
権
思
想
や
国
家
観
に
基
づ
く
も

の
で
、
政
治
的
な
判
断
で
変
わ
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
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こ
こ
ま
で
の
結
論
を
簡
単
に
い
う
な
ら
ば
、
各
種
神
祇
の
取
り
込

み
、
そ
し
て
そ
れ
を
削
除
、
整
理
し
て
い
く
と
い
う
過
程
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
釈
尊
だ
け
だ
っ
た
も
の
が
、
一
仏
両
祖
に
な
り
ま

す
。
そ
の
他
、
様
々
な
変
化
の
過
程
が
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
最

初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
お
経
を
読
ん
で
ど
の
よ
う
な
功
徳
を
求

め
る
か
、
何
を
願
う
の
か
、
誰
を
対
象
に
し
て
振
り
向
け
る
か
と
い

う
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

時
代
毎
、
若
し
く
は
地
域
毎
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
を
、
ご
理
解
と
い
う
か
、
気
が
付
い
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

四
、
葬
送
回
向
文
の
変
遷

　

さ
て
そ
の
次
に
、
曹
洞
宗
の
葬
送
儀
礼
回
向
文
の
変
遷
に
つ
い
て

で
す
。

　

曹
洞
宗
は
、
坐
禅
修
行
を
中
心
に
捉
え
て
い
ま
す
け
ど
も
、
教

線
、
教
団
の
広
が
り
の
過
程
に
お
い
て
は
、
葬
儀
・
授
戒
・
祈
祷
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
広
瀬
良
弘
先
生

の
説
で
す
が
、
こ
の
三
つ
の
順
番
は
優
劣
の
順
番
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
鎌
倉
新
仏
教
と
い
わ
れ
る
教
団
の
人
た
ち
は
、
葬
送
儀
礼
、
つ

ま
り
死
者
儀
礼
・
祖
先
供
養
を
厭
わ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
一
般

に
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

実
際
禅
宗
は
、
中
国
由
来
の
葬
儀
の
方
法
を
実
践
し
て
行
く
、
曹

洞
宗
は
教
団
と
し
て
行
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
お
け
る
回
向

文
に
、
時
代
と
共
に
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
論
が

先
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
浄
土
思
想
の
払
拭
の
過
程
と
在
家
葬

法
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

資
料
に
挙
げ
ま
し
た
清
規
は
、
ま
ず
『
禅
苑
清
規
』、
こ
れ
は
中

国
の
長
蘆
宗
賾
が
作
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
程

の
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』
で
す
。
次
の
『
正
法
清
規
』
と
い
う
の

は
、
岩
手
の
正
法
寺
の
清
規
で
ご
ざ
い
ま
す
。
峨
山
禅
師
の
一
番
弟

子
で
あ
り
ま
す
無
底
良
韶
が
開
き
、
そ
の
後
、
月
泉
良
印
が
継
い
だ

寺
院
で
す
が
、
こ
ち
ら
に
残
っ
て
い
る
清
規
で
、
禅
林
寺
本
が
発
見

さ
れ
る
ま
で
は
『
瑩
山
清
規
』
の
古
い
形
の
も
の
で
、
こ
れ
が
一
番

古
い
系
統
と
山
端
先
生
な
ど
は
考
え
て
い
た
も
の
で
す
。

　

最
後
は
、
流
布
本
『
瑩
山
清
規
』
で
す
。
流
布
本
と
い
う
の
は
、

江
戸
時
代
に
卍
山
が
開
板
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
卍
山
が
、
か
な

り
手
を
入
れ
て
い
ま
す
。
卍
山
は
、
自
分
が
読
み
や
す
い
よ
う
、
さ

ら
に
後
世
の
た
め
に
、
写
本
で
は
か
な
り
読
み
に
く
い
部
分
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
手
直
し
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
現
行
の
『
行
持
軌
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範
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て
行
く
の
で
す
。

　

さ
て
、「
龕
前
念
誦
」
の
最
後
の
箇
所
に
、「
諸
聖
の
洪
名
を
誦

す
。
清
魂
を
浄
土
に
薦
む
。
仰
い
で
大
衆
を
憑
ん
で
念
ず
」
と
、
あ

り
ま
す
。

　
『
禅
苑
清
規
』
の
編
者
宗
賾
は
、
禅
浄
一
致
思
想
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
実
際
、
浄
土
教
に
も
参
じ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、「
清

ら
か
な
魂
を
、
浄
土
に
進
め
る
」
と
い
う
こ
の
回
向
文
を
作
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
の
後
、『
瑩
山
清
規
』
の
「
禅
林
寺
本
」
は
、「
清
魂
を

覚
路
に
進
む
」
と
な
り
ま
す
。
清
ら
か
な
魂
と
い
う
の
は
、
残
り
ま

す
が
、
浄
土
と
い
う
言
葉
が
な
く
な
り
、「
覚
路
」
に
な
り
ま
す
。

　
「
禅
林
寺
本
」
が
発
見
さ
れ
る
前
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に

『
正
法
清
規
』
が
古
い
形
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
、

「
精
魂
」
で
す
。「
精
魂
」
と
い
う
の
は
、
清
ら
か
な
で
は
な
く
て
、

精
進
の
精
と
い
う
字
を
書
き
ま
す
が
、
覚
路
に
進
む
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
後
は
読
み
ま
せ
ん
が
、「
覚
路
を
荘
厳
す
る
」、
と
い
う
形

で
、「
精
魂
」
へ
、
そ
れ
か
ら
「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ

て
い
く
、
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

　

次
に
、「
塔
前
十
念
」
の
場
合
で
す
。『
禅
苑
清
規
』
で
は
、「
切

に
以
み
れ
ば
歿
故
某
人
。
常
に
縁
に
従
っ
て
順
寂
す
、
即
ち
法
に

よ
っ
て
も
っ
て
荼
毘
す
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
後
に
、「
百
年
弘

道
の
身
を
焚
い
て
、
一
路
涅
槃
の
経
に
入
ら
し
む
」
と
、
あ
り
ま

す
。
こ
の
と
こ
ろ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

　

そ
の
次
に
、「
上
来
聖
号
を
称
揚
し
、
往
生
を
資
助
す
」
と
あ
り

ま
す
。
往
生
を
資
助
す
る
、
極
楽
往
生
、
浄
土
に
行
っ
て
生
ま
れ

る
、
生
ま
れ
る
こ
と
を
助
け
る
の
だ
、
と
唱
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
、「
菩
提
園
裏
に
覚
意
の
華
を
開
敷
し
、
法
性
海
中
に
塵
心

の
垢
を
蕩
滌
す
」、
と
あ
り
ま
す
。
蕩
滌
は
、
洗
い
流
す
、
洗
い
清

め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
の
垢
、
こ
れ
を
洗
い
流
し
て
清
め
る
の

だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
箇
所
を
例
え
ば
、「
禅
林
寺
本
」
の
該
当
箇
所
と
比
較

し
て
み
ま
す
。
百
年
焚
く
、「
焚
百
年
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

次
に
弘
道
と
虚
幻
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
原
本
で
は
二
行
取
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
百
年
の
年
の
下
に
、
弘
道
と
虚
幻
が
両

方
並
行
に
書
い
て
あ
る
形
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
の
該
当
箇
所
を
、『
正
法
清
規
』
で
見
ま
す
と
、
出
家
の
場

合
は
「
百
年
弘
道
」、
在
家
の
場
合
は
「
一
生
行
道
」
の
、
と
い
う
形

に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
禅
林
寺
本
」
を
見
た
時
に
、
も
う
こ
の

時
点
で
、
在
家
用
が
す
で
に
有
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
分
か
る
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わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
が
亡
く
な
っ
て
、
五
十
年
後
の
写

本
に
お
い
て
こ
う
し
た
回
向
文
の
使
い
分
け
を
し
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
箇
所
が
、『
行
持
軌
範
』
に
な
り
ま
す
と
、
亡
僧
の
場
合

は
、「
百
年
弘
道
の
身
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、『
行
持

軌
範
』
の
在
家
の
山
頭
念
誦
は
、「
百
年
虚
幻
の
身
を
焚
い
て
」
と

い
う
形
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
道
を
広
め
る
僧
侶
の
弘
道
と
、

何
か
夢
幻
の
身
と
い
う
よ
う
な
在
家
と
、
こ
う
し
た
使
い
分
け
が
既

に
「
禅
林
寺
本
」
の
段
階
で
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
『
禅
苑
清
規
』
で
先
程
指
摘
し
た
「
往
生
資
助
」、
そ
れ
か
ら
、

「
塵
心
の
垢
を
蕩
滌
す
」
の
箇
所
は
、「
禅
林
寺
本
」
で
す
と
、「
覚

霊
の
往
生
を
資
助
す
」
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ

「
往
生
」
は
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
法
性
海
中
に
、
塵
心
の
垢
を
蕩
滌
す
」
と
、
こ
れ
も

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、『
正
法
清
規
』
に
な
り
ま
す
と
「
雲
程

を
資
助
す
」
と
「
無
垢
の
波
を
活
動
す
」
と
な
り
ま
す
。『
行
持
軌

範
』
は
、「
覚
霊
を
資
助
し
、
無
垢
の
波
を
活
動
す
」
と
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、『
正
法
清
規
』
の
時
点
で
は
、「
龕
前
念
誦
」
の

「
精
魂
を
覚
路
に
」
と
い
う
部
分
は
、
魂
と
い
う
の
は
残
っ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、『
正
法
清
規
』
の
「
塔
前
十
念
」
で
は
、「
往
生
を
資

助
す
」
で
は
な
く
て
、「
雲
程
を
資
助
す
」
で
す
し
、「
無
垢
の
波
を

活
動
す
」
と
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
禅
林
寺
本
」
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
桜
井
秀

雄
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、「
瑩
山
禅
師
は
素
晴
ら
し
い
。
浄

土
思
想
を
は
っ
き
り
と
払
拭
し
て
い
る
」
と
い
う
説
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、「
禅
林
寺
本
」
が
発
見
さ
れ
て
、
瑩
山
禅
師
も
そ
れ

は
残
さ
れ
て
い
た
。
段
階
的
に
削
除
・
変
化
し
て
行
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
が
浄
土
思
想
と
い
う
も
の
を
す
ぐ
に
払
拭
し

て
、
曹
洞
宗
に
合
っ
た
葬
送
儀
礼
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
何
段
階

か
の
変
化
を
し
、
浄
土
思
想
、
浄
土
に
係
わ
る
よ
う
な
「
清
魂
・
往

生
」
と
い
う
言
葉
を
削
除
し
て
い
く
、
変
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
過

程
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
、
先
人
の
考
え
方
、
努
力

の
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
過
程
も
知
っ
て
お
く
べ
き
で

し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
余
計
な
こ
と
で
す
が
、
臨
済
宗
で
は
、『
禅
苑
清
規
』
を

今
も
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
回
向
文
は
ほ
と

ん
ど
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、「
往
生
」
と
い
う
よ
う

な
言
葉
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
ま
す
。
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五
、
法
戦
式
の
変
遷

　

さ
て
、
続
き
ま
し
て
法
戦
式
で
す
。
お
坊
さ
ん
に
な
る
過
程
と
し

て
、
非
常
に
重
要
な
儀
礼
で
あ
り
ま
す
。
私
も
法
戦
式
を
行
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
他
の
寺
院
に
呼
ば
れ
手
伝
い
を
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、「
こ
の
儀
式
は
道
元
禅
師
以
来
の
」
と
、
い

う
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
説
明
で
い
い
の

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
先
程
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
差
定
は
明

治
時
代
に
で
き
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
も
の

は
、
明
治
時
代
の
『
行
持
軌
範
』、
先
程
言
い
ま
し
た
明
治
二
二
年

に
で
き
た
も
の
に
定
め
ら
れ
ま
す
。　

　

こ
の
、
巻
中
の
三
十
二
丁
目
か
ら
、
法
戦
式
の
考
証
を
詳
細
に

行
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
作
る
時
点
で
、
様
々
な
資
料

を
集
め
て
、
色
々
考
え
て
折
衷
案
と
し
て
、
こ
の
差
定
を
作
っ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
が
、
延
々
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
、
抜
粋

で
す
け
ど
も
資
料
に
挙
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
法
戦
式
の
儀
礼
に
出
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
方
は
、
少
し
分

か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
法
戦
式
の
前
日
に
入
寺
式
と

い
っ
て
首
座
が
僧
堂
に
入
る
式
と
、
本
則
行
茶
、
本
則
配
役
行
茶
と

も
言
い
ま
す
け
ど
も
、
次
の
日
の
問
答
の
本
則
の
提
唱
を
行
い
ま

す
。『
行
持
軌
範
』
に
、「
本
則
の
茶
と
云
う
事
、
古
今
の
清
規
に
無

き
処
な
り
。
今
時
は
必
要
た
る
に
よ
り
慣
習
法
を
折
衷
し
て
之
を
創

定
す
」
と
あ
り
ま
す
。
本
則
行
茶
と
い
う
の
は
、
古
今
の
清
規
な
き

と
こ
ろ
だ
と
、
色
々
捜
し
た
け
ど
無
い
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か

し
、
今
時
は
必
要
だ
か
ら
慣
習
法
を
折
衷
し
て
創
定
す
、
と
い
う
の

で
す
。
慣
習
法
に
関
し
て
は
、
ま
た
後
で
お
話
を
し
ま
す
。

　

資
料
を
全
部
読
ん
で
い
る
と
大
変
な
の
で
、
少
し
飛
ば
し
な
が
ら

指
摘
し
ま
す
が
、「
清
規
に
四
節
の
秉
払
と
は
、
元
旦
・
結
夏
・
解

夏
・
冬
至
な
り
。
今
時
、
洞
下
に
五
則
の
時
、
首
座
の
分
座
挙
揚
が

結
夏
秉
払
の
意
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
清
規
に
四
節
に
秉
払
す
、
四

節
上
堂
が
あ
る
と
。
そ
れ
は
、
元
旦
、
結
夏
、
解
夏
、
冬
至
で
あ
る

と
。
こ
の
説
明
は
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
現
在
洞
下
で
行
っ
て
い
る
五

則
は
、
結
夏
秉
払
の
意
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

今
、
制
中
五
則
と
い
う
言
葉
を
、
永
平
寺
も
総
持
寺
で
も
使
い
ま

す
。
五
則
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
で
お
話
を
し
ま
す
が
、
結
夏
の

時
、要
す
る
に
結
制
の
最
初
、結
制
安
居
の
最
初
に
、秉
払
を
お
こ
な

う
の
で
す
。
首
座
分
座
挙
揚
が
結
夏
秉
払
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
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次
に
五
則
と
い
う
の
は
、
誰
が
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
諸
清
規
の
四
節
秉
払
に
は
前
堂
・
後
堂
・
書
記
・
東
蔵
・
西
蔵
の

五
頭
首
が
一
時
次
第
に
秉
払
す
。
今
日
は
弉
翁
の
儀
に
よ
り
て
首
座

一
人
に
て
も
行
ず
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
諸
清
規
の
四
節
秉
払
で

は
、
前
堂
、
後
堂
、
前
堂
と
い
う
の
は
、
前
堂
首
座
、
後
堂
と
い
う

の
は
、
後
堂
首
座
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
書
記
、
東
蔵
、

西
蔵
の
五
頭
首
が
、
一
時
次
第
に
秉
払
す
る
と
い
う
の
で
す
。
以
上

五
人
が
行
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
日
は
、
道
元
禅
師
と
懐
弉
禅
師

の
因
縁
に
基
づ
い
て
、
首
座
一
人
で
も
行
う
べ
き
だ
、
と
あ
り
ま

す
。
五
則
と
は
、
本
来
は
五
人
が
そ
れ
ぞ
れ
本
則
を
取
り
上
げ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

次
に
、「
僧
規
の
説
に
基
づ
き
、
今
時
の
首
座
法
問
の
式
を
秉
払

法
に
改
正
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
秉
払
は
須
弥
座
に
拠
て
問
答
・
提

綱
・
謝
語
等
、
上
堂
に
異
な
ら
ず
。
秉
払
の
人
、
須
弥
の
法
座
に
拠

り
住
持
は
其
側
に
居
す
。
謂
は
ゆ
る
分
座
の
面
目
な
れ
ど
も
、
到

底
、
今
時
の
首
座
に
適
せ
ざ
る
ゆ
へ
法
問
の
行
式
は
其
の
是
非
を
問

は
ず
、
全
分
慣
習
法
に
依
っ
て
本
文
の
行
式
を
確
定
す
」
と
、
あ
り

ま
す
。

　

秉
払
と
は
、
須
弥
座
に
陞
っ
て
問
答
・
提
網
・
謝
語
等
、
上
堂
と

同
じ
な
の
だ
い
う
の
で
す
。
そ
の
時
、
住
持
は
そ
の
傍
ら
に
居
る
と

い
う
の
で
す
。
今
の
法
戦
式
の
形
と
は
全
然
違
い
ま
す
が
、
本
来
そ

う
い
う
も
の
な
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、「
到
底
今
時
の
首

座
に
適
せ
さ
る
ゆ
え
、
法
問
の
行
式
は
そ
の
是
非
を
問
わ
ず
、
全
分

慣
習
法
に
よ
っ
て
本
文
の
行
式
を
確
定
す
」
と
続
く
の
で
す
。
本
当

は
、
須
弥
の
法
座
で
秉
払
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
あ
ま
り
修
行
し
て
な

い
か
ら
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
、
慣
習
法
に
よ
っ
て
今
の
形
に
し
ま

し
た
と
い
う
の
で
す
。

　

ま
た
、「
今
時
、
法
問
挙
唱
の
体
裁
は
、
是
亦
何
れ
の
世
、
誰
れ

の
創
始
な
る
を
知
ら
ず
」
と
、
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
今
の
法
問
挙
唱

の
形
式
は
、
何
時
、
誰
が
創
始
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
う
の
で

す
。
そ
の
後
、
色
々
な
説
を
こ
こ
で
は
挙
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
省
略
し
ま
す
。

　

こ
の
上
堂
に
関
し
て
は
、『
椙
規
』
に
云
く
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、『
椙
樹
林
清
規
』
と
い
う
大
乗
寺
の
清
規
で
す
が
、
正
月
五
日

に
、「
法
問
始
め
」
と
称
す
と
あ
り
ま
す
。
一
年
の
始
め
、
五
日

に
、
問
答
の
開
始
と
い
う
行
事
が
あ
っ
て
、
一
年
を
通
し
て
問
答
を

行
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、「
朝
課
罷
礼
仏
の
後
、
主
人
着

椅
、
侍
者
等
払
子
竹
箆
を
携
ち
来
る
、
主
人
先
ず
則
を
挙
し
、
次
に
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侍
者
頌
を
唱
へ
説
破
開
口
す
。
主
人
垂
語
了
っ
て
大
衆
三
拝
」
と
あ

る
よ
う
に
、
朝
課
罷
、
礼
仏
の
後
に
主
人
は
、
椅
子
に
着
い
て
、
侍

者
が
払
子
・
竹
箆
を
持
っ
て
く
る
と
。
主
人
は
、
問
答
の
則
を
挙
し

て
、
次
に
侍
者
が
頌
を
唱
え
、
説
破
開
口
す
、
と
あ
り
ま
す
。
現
在

の
法
戦
式
の
形
式
そ
の
ま
ま
な
の
で
す
。
住
持
と
侍
者
が
行
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
『
僧
堂
清
規
』
に
も
、「
僧
規
に
云
く
、
正
月
五
日
、
古
来
よ
り
洞

下
に
法
問
は
じ
め
あ
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、「
今
又
結
制
の
五
則
を
も
廃
止
し
て
法
問
の
行
式
を
首

座
一
人
に
帰
せ
し
め
た
る
は
、
大
用
現
前
、
規
則
を
存
せ
ざ
る
の
徴

意
に
外
な
ら
ず
。
真
箇
慕
道
の
納
僧
は
、
規
式
に
関
せ
ず
日
用
光

中
、
弁
道
商
量
し
て
可
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
今
ま
た
結
制
の
五

則
も
廃
止
し
て
、
法
問
の
行
式
を
首
座
一
人
に
し
た
の
は
、
大
用
現

前
規
則
を
残
そ
う
と
い
う
微
意
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

曲
げ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
と
、
忸
怩
た
る
思
い
で
作
っ
た
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

来
馬
琢
道
師
の
『
禅
門
宝
鑑
』、
こ
れ
も
儀
礼
に
つ
い
て
は
詳
し

い
で
す
け
れ
ど
も
、「
又
古
来
の
説
に
は
殿
中
に
て
問
答
せ
る
時
の

体
裁
を
模
し
た
も
の
な
り
と
あ
り
、
古
規
に
は
全
く
見
え
ぬ
も
の
に

て
不
審
と
云
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
更
に
考
証
待
つ
」
と
、
書
い
て
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
考
証
を
行
お
う
か
と
調
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

も
の
で
す
。

　

ま
ず
、
先
程
述
べ
た
、
正
月
五
日
の
法
問
始
め
は
、
大
安
寺
の

『
回
向
并
式
法
』
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
清
規
は
、
長
野
の
大
安
寺
と

い
う
寺
院
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
一
千
四
百
年
代
後
半
の
非
常
に

古
い
清
規
で
す
。
大
雄
山
系
の
清
規
で
す
。
そ
こ
に
、「
首
座
頭
首

は
、
其
の
鑑
板
を
捧
げ
て
方
丈
に
上
っ
て
古
則
の
始
の
一
義
を
届
て

散
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
鑑
板
を
本
処
に
掛
く
、
古
則
の
始

の
鑑
板
の
書
（
中
略
）
鑑
板
の
始
に
本
則
頌
古
と
書
納
べ
し
」
と
あ

り
ま
す
の
で
、
開
口
板
、
今
は
赤
い
も
の
に
白
墨
で
書
き
ま
す
け
ど

も
、
そ
れ
に
本
則
を
書
い
て
掛
け
る
と
い
う
の
で
す
。「
次
に
斉
飯

了
っ
て
、
法
門
鐘
東
廊
の
雲
板
を
鳴
す
。
大
衆
各
々
被
位
に
著
く
。

住
持
、
禅
牀
上
に
於
て
鑑
板
を
挙
し
て
、
本
則
頌
古
を
唱
了
て
大
衆

首
座
尽
く
説
破
し
了
て
」
と
、
あ
り
ま
す
。
斉
飯
は
、
斎
飯
、
お
昼

が
終
る
と
い
う
こ
と
で
、
法
門
鐘
、
法
門
の
モ
ン
は
、
問
答
の
問
だ

と
思
い
ま
す
。
写
本
で
す
か
ら
間
違
い
が
多
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

東
廊
の
雲
板
を
鳴
ら
す
と
大
衆
は
位
に
着
い
て
、
住
持
は
禅
牀
上
に

鑑
板
を
挙
し
て
、
本
則
頌
古
を
唱
え
終
る
と
大
衆
首
座
を
こ
と
ご
と
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く
説
破
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
や
り
方
は
、
本
則
を
書
い
た
板
を
掛
け
、
そ
の
本
則
を
唱

え
、
頌
古
を
唱
え
、
そ
し
て
問
答
し
て
、
そ
れ
を
説
破
す
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
形
式
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
わ
け
で

す
。
先
程
述
べ
ま
し
た
江
戸
期
に
も
、『
椙
樹
林
清
規
』
と
か
、
面

山
の
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
な
ど
に
も
こ
の
法
問
始
め
は
あ
り

ま
す
。

　

次
に
五
則
で
す
が
、
後
に
三
則
へ
と
減
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
五
則
を
お
こ
な
う
例
は
、『
椙
樹
林
清
規
』・『
万
松
山

清
規
』
な
ど
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
岸
澤
文
庫
の
『
理
諺
清
規
』
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
期
の
後
半
ぐ
ら
い
の
も
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、
年
代
が
確
定
で
き
な
い
の
で
ま
だ
発
表
は
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
皮
肉
を
込
め
た
文
章
が
沢
山
出
て
く
る
面
白

い
清
規
で
す
。

　

そ
こ
に
は
、「
今
時
洞
家
に
は
公
案
五
則
を
拈
出
し
て
商
量
す
る

と
。
初
日
は
住
持
、
第
二
則
は
首
座
、
第
三
則
以
下
は
諸
人
を
請
し

て
挙
唱
さ
せ
し
む
」
と
、
あ
り
ま
す
。
初
日
は
住
持
だ
と
、
住
職
が

ま
ず
行
う
の
だ
と
。『
万
松
山
清
規
』
で
は
、「
堂
頭
・
首
座
・
書

記
・
知
客
・
副
寺
」
と
あ
り
ま
す
。『
椙
樹
林
清
規
』
の
よ
う
に
、

前
堂
・
後
堂
と
い
う
表
記
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
先
ず
住
持
な
の

で
す
。
住
職
が
最
初
に
行
い
、
第
二
則
は
首
座
だ
と
い
う
の
で
す
。

第
三
則
以
下
は
「
諸
人
を
請
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
誰
が
や
っ
て

も
い
い
と
い
う
か
、
適
当
な
人
を
選
ん
で
行
う
訳
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
面
山
の
『
行
法
鈔
』
は
先
程
も
言
い
ま
し
た
が
、

「
前
堂
・
後
堂
・
書
記
・
東
蔵
・
西
蔵
」
と
、
五
頭
首
と
い
う
形
な

の
で
す
。

　

こ
れ
が
、
時
代
が
下
る
と
五
人
出
す
の
は
大
変
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。
三
則
と
な
り
ま
す
。『
副
寺
寮
日
鑑
』
と

い
う
延
宝
年
間
ぐ
ら
い
の
清
規
で
す
。
文
章
は
、
読
み
ま
せ
ん
が
、

最
後
に
、「
二
則
、
三
則
も
こ
れ
と
同
じ
」
と
あ
り
ま
す
。
五
則
ま

で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
う
い
う
書
き
方
は
し
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
次
の
、『
江
湖
指
南
記
』
も
江
戸
の
後
期
の
清
規
で
す
。
そ

の
十
六
日
、
朝
課
の
後
の
記
述
で
す
が
、「
恒
規
三
則
の
拈
話
を
記

す
」
と
、
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
則
の
拈
提
、
本
則
を
記
す
と
い
う

こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、「
大
殿
に
出
す
べ
し
」
と
、
あ
り
ま
す
か

ら
、
開
口
板
で
、
先
程
述
べ
た
鑑
板
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち

ら
に
、
三
つ
本
則
を
載
せ
る
と
い
う
の
で
す
。
完
全
に
五
則
で
は
な

く
て
、
三
則
と
い
う
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
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最
終
的
に
首
座
一
人
に
な
っ
て
い
く
通
過
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
法
戦
儀
礼
の
典
拠
を
全
て
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
例
え
ば
、『
寿
山
清
規
』
な
ど
に
は
、
本
則
の
提
唱

の
基
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
予
め
前
日
に
小
参
あ

る
い
は
法
益
を
行
う
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
古
人
の
因
縁
を
挙

す
」
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
前
日
に
問
答
を
想
定
し
た
、
小
参
・

法
益
を
事
前
に
行
っ
て
お
く
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
面
山
の
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
に
、

「
昨
夜
方
丈
小
参
の
公
案
を
挙
し
、
或
は
拈
じ
、
或
は
頌
す
。
了
っ

て
下
座
し
て
、
住
持
前
に
問
訊
し
て
、
本
位
に
帰
る
」
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
前
の
晩
の
小
参
に
事
前
に
公
案
を
学
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ

れ
が
、『
寿
山
清
規
』
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思

い
ま
す
。
ま
た
、「
あ
る
い
は
拈
じ
あ
る
い
は
頌
す
」
と
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、「
終
わ
っ
て
下
座
し
て
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の

下
座
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
こ
れ
は
須
弥
壇
上
に
登
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
時
代
は
、
ち
ゃ
ん
と
秉
払
を
行
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
の
『
韜
菴
清
規
』
は
、
こ
れ
も
非
常
に
面
白
い
も
清
規
で
す

が
、
江
戸
の
後
期
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
駒
澤
大
学
図
書

館
所
蔵
の
清
規
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
だ
全
文
の
報
告
は
し
て
お
り
ま

せ
ん
。

　

こ
こ
に
は
、「
今
わ
が
宗
、
法
問
と
称
し
、
古
人
の
話
頭
を
拈

じ
、
人
々
着
語
し
て
師
家
と
対
し
て
論
量
を
す
。
元
来
、
平
語
を
以

て
自
己
本
分
の
こ
と
を
論
じ
、
興
道
を
挙
揚
す
る
な
り
。
し
か
し

て
、
弊
風
久
し
く
扇
ぎ
、
年
少
幼
学
の
も
の
は
語
句
を
習
い
覚
え
て

大
音
を
挙
げ
、
あ
る
い
は
俗
事
に
落
ち
て
、
笑
い
を
招
く
よ
う
に
な

る
鄙
語
を
唱
え
、
宗
門
を
慚
か
し
む
こ
と
実
に
悲
し
む
べ
し
」
と
、

あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
末
に
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
と
習
い
覚
え
た
語

句
で
、
意
味
も
判
ら
ず
問
答
す
る
と
い
う
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、「
故
に
住
持
・
維
那
并
に
老
僧
を
等
は
予
め
口
宣
し
、

よ
く
よ
く
教
訓
す
べ
し
」
と
、
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
が

本
則
の
提
唱
へ
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
で
問
答
を
行
う
の
だ
、
と
い
う

説
明
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
、
現
在
の
本
則
を
首
座
に
手
渡
す
と
い
う
形
式
は
、『
太
平

山
諸
寮
日
看
』
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。
上
殿
し
て
三
拝
の
後
、
座
に
つ

く
と
、「
方
丈
、
侍
者
を
し
て
、
三
宝
に
本
則
と
竹
箆
と
を
送
る
。

首
座
頂
戴
し
て
本
則
を
挙
す
。
終
わ
っ
て
開
口
を
唱
え
る
」
と
あ
り
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ま
す
。
こ
の
状
況
は
、
法
戦
式
の
儀
礼
を
御
知
り
の
方
は
よ
く
分
か

る
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、「
開
口
を
唱
え
る
内
に
、
首
座
、
右
の
三
宝
を
方
丈
の
前

に
持
参
し
、
退
い
て
触
礼
三
拝
し
て
位
に
返
る
。
侍
香
等
又
は
竹
箆

を
持
し
て
渡
す
。
こ
の
時
商
量
あ
り
、
或
い
は
な
し
」
と
、
あ
り
ま

す
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
進
退
か
ら
考
え
る
と
、
須
弥
壇
上
に
の

ぼ
っ
て
唱
え
て
、
ま
た
降
り
て
き
て
三
拝
し
て
位
に
帰
る
と
い
う
の

は
、
少
し
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
在
の
よ
う
に
大
間

内
で
お
こ
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
侍
者
等
が
竹
箆
を
持
し
来
る
、
と
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の

進
退
は
、
可
睡
斎
で
の
や
り
方
だ
そ
う
で
す
。
有
る
所
で
こ
の
話
を

し
ま
し
た
ら
、
可
睡
斎
で
は
侍
者
が
竹
箆
を
持
っ
て
行
っ
て
、
首
座

に
渡
す
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
伝
統
が

今
で
も
続
い
て
い
る
と
同
時
に
、
明
治
期
に
こ
う
し
た
進
退
を
折
衷

し
て
、
定
め
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

六
、
成
道
会
の
変
遷

　

最
後
成
道
会
で
す
。
こ
の
成
道
会
は
、
曹
洞
宗
の
行
事
と
し
て
、

禅
宗
の
行
事
と
し
て
、
非
常
に
特
筆
す
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、
挙
げ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

成
道
会
は
、
お
釈
迦
様
の
悟
り
を
讃
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
て
、『
永
平
広
録
』
巻
五
に
、
こ
れ
も
有
名
な
も
の
で
す
が
臘
八

上
堂
に
、「
日
本
国
、
先
代
曽
て
仏
生
会
・
仏
涅
槃
会
を
伝
う
。
然

し
て
未
だ
曽
て
仏
成
道
会
を
伝
え
行
ぜ
ず
。
永
平
、
始
め
て
伝
え
て

已
に
二
十
年
。
自
今
已
後
、
尽
未
来
際
伝
え
行
ず
べ
し
」
と
。
仏
生

会
、
仏
涅
槃
会
は
伝
わ
っ
て
い
た
が
、
今
だ
か
つ
て
、
仏
成
道
会
を

伝
え
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
道
元
、
私
が
最
初
に
成
道
会
を
伝
え

た
の
だ
、
と
い
う
非
常
に
自
負
の
あ
る
言
葉
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、『
延
喜
式
』
に
、
奈
良
西
大
寺
に
お
い
て
、
三
月
十
五

日
に
成
道
会
を
お
こ
な
っ
た
と
、
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
月

十
五
日
と
い
う
の
は
、
十
二
月
八
日
と
違
い
ま
す
が
、
玄
奘
三
蔵
の

『
大
唐
西
域
記
』
の
説
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
禅

宗
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
成
道
会
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
確
認
で
す
が
、
各
宗
派
の
本
山
に
ア
ク
セ
ス
し
て

年
間
行
事
を
見
て
も
、
成
道
会
、
お
釈
迦
様
が
悟
り
を
開
い
た
日
で

す
か
ら
仏
教
の
誕
生
日
み
た
い
な
日
で
す
が
、
こ
の
日
に
法
要
を
行

わ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。
近
代
以
降
は
行
う
と
こ
ろ
が
増
え

て
き
た
よ
う
で
す
が
、
中
世
の
年
中
行
事
の
記
録
に
は
、
ほ
と
ん
ど
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確
認
で
き
ま
せ
ん
。
各
研
究
会
で
各
宗
派
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
う
ち

で
は
や
る
よ
、
や
ら
な
い
よ
と
、
様
々
で
し
た
。
や
は
り
釈
尊
が
坐

禅
を
通
し
て
悟
り
開
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
禅
宗
で
は
非
常
に
重
要

視
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

道
元
禅
師
が
お
こ
な
っ
て
い
た
成
道
会
の
儀
礼
と
は
、
上
堂
が
メ

イ
ン
に
な
り
ま
す
。

　
「
成
道
会
の
上
堂
」
と
書
き
ま
し
た
が
、『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令

規
法
』
と
い
う
、
こ
れ
は
京
都
東
福
寺
の
も
の
で
す
が
、
一
三
一
八

年
の
成
立
で
す
か
ら
比
較
的
古
い
清
規
で
す
。
仏
成
道
会
で
は
、
後

夜
上
堂
と
い
う
こ
と
で
、
明
け
方
に
上
堂
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と

で
す
。
や
り
方
は
、
如
常
の
上
堂
に
準
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
こ

な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
叢
林
拾
遺
』（
一
五
世
紀
末
頃
）

や
、
江
戸
後
期
の
『
吉
祥
山
永
平
小
清
規
』
な
ど
に
も
上
堂
は
あ
り

ま
す
が
、
現
在
の
よ
う
な
摂
心
と
い
う
形
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
成
道
会
と
い
う
と
「
摂
心
」
と
い
う
の
を
、
修
行
道
場
に

安
居
を
さ
れ
た
方
は
、
す
ぐ
連
想
す
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
中

国
の
清
規
に
は
こ
の
時
期
の
摂
心
と
い
う
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

か
ら
『
瑩
山
清
規
』
に
も
実
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
七
日
の
夜
、
九
日

の
夜
、
山
僧
住
裏
、
一
衆
長
座
」
と
い
う
こ
と
で
、
七
日
の
夜
の
徹

夜
坐
禅
と
九
日
の
断
臂
会
摂
心
、
こ
れ
は
徹
夜
で
坐
禅
し
ま
す
が
、

十
二
月
一
日
か
ら
の
摂
心
と
い
う
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

断
臂
会
摂
心
を
行
う
、
ま
た
断
臂
会
を
行
う
と
い
う
の
も
曹
洞
宗

だ
け
で
す
。
臨
済
宗
の
方
に
聞
き
ま
し
た
け
ど
も
、
二
祖
慧
可
の
断

臂
に
対
す
る
報
恩
と
い
う
の
を
行
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
曹
洞
宗
の
特

徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
次
に
行
き
ま
す
が
、
先
程
か
ら
言
っ
て
い
る
大
安
寺
の

『
回
向
并
式
法
』、
こ
れ
が
現
時
点
で
は
摂
心
儀
礼
の
最
古
の
記
録
だ

と
思
い
ま
す
。「
十
二
月
朔
日
、
入
定
。
早
朝
祝
聖
如
常
」
と
。「
朝

参
、
大
衆
散
す
」
と
、
こ
の
後
で
す
が
「
住
持
大
衆
等
、
入
堂
面
壁

す
。
こ
れ
よ
り
入
定
な
り
」
と
。
で
す
か
ら
、
十
二
月
一
日
か
ら
、

そ
の
次
の
行
に
な
り
ま
す
が
、「
定
ん
で
七
日
の
間
、
毎
日
、
鉢
盂

を
行
ず
べ
し
。
義
（
儀
）
式
は
前
に
委
す
。
ま
た
、
七
堂
の
門
戸
を

閉
却
、
門
外
へ
寸
歩
も
移
さ
ず
、
結
跏
趺
坐
す
」
と
、
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
時
期
、
摂
心
を
お
こ
な
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

先
程
、『
吉
祥
山
永
平
小
清
規
』
に
は
、
摂
心
の
記
録
が
な
い
と

言
い
ま
し
た
が
、
岸
澤
文
庫
の
『
吉
祥
山
永
平
寺
年
中
定
規
』
に

は
、
十
二
月
朔
日
か
ら
、「
今
朝
付
日
中
、
今
日
よ
り
八
日
ま
で
、

飯
台
三
時
な
り
、
飯
后
よ
り
摂
心
な
り
。
法
器
す
べ
て
打
た
ず
」
と
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い
う
こ
と
で
、
摂
心
が
あ
り
ま
す
。

　

面
山
の
『
僧
堂
行
法
鈔
』
で
は
、「
朔
日
の
午
後
よ
り
八
日
の
暁

ま
で
、
諷
経
看
読
作
務
を
や
め
て
、
粥
飯
を
除
い
て
ほ
か
は
、
昼
夜

打
坐
す
」
と
、
あ
り
ま
す
。
摂
心
が
、
江
戸
時
代
に
は
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
の
で
す
。
成
道
を
讃
え
る
、
道
元
禅
師
の
上
堂
な
ど
も
あ
り

ま
し
た
し
、
そ
れ
か
ら
時
代
が
降
る
と
、
上
堂
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
摂
心
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と

摂
心
の
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
こ
れ
は
古
規
に
乗
っ
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
か
な
り
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
最
後
に
摂
心

会
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
雄
山
の
『
最
乗
輪
住
大
日
鑑
』
に
は
、「
今
日
よ
り
摂
心
と
称

し
、
只
管
に
打
坐
す
る
事
、
澆
末
の
弊
例
な
り
と
。
飢
喰
困
民
な
る

ぞ
摂
心
を
し
も
い
わ
ん
や
な
」
と
あ
り
ま
す
。
本
当
に
世
も
末
の
悪

い
例
だ
、
餓
え
て
、
眠
さ
に
堪
え
て
坐
禅
す
る
と
い
う
の
は
何
な
の

だ
、
と
い
う
の
で
す
。
続
け
て
、「
然
り
と
い
え
ど
も
、
近
年
諸
山

の
如
き
坐
禅
は
叢
林
の
行
法
の
羊よ

う

に
思
い
、
夢
に
も
工
夫
を
知
ら
ざ

る
も
の
あ
り
」
と
。
だ
か
ら
、「
故
に
臘
七
昼
夜
報
謝
の
た
め
、
所

縁
を
報
捨
し
て
成
す
べ
く
こ
と
な
り
」
と
、
あ
り
ま
す
。
そ
う
は
い

う
け
れ
ど
も
、
最
近
し
っ
か
り
坐
禅
を
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、

工
夫
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
一
生
懸
命
坐
禅
を
し
よ
う
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
面
白
い
の
は
、
こ
の
最
乗
寺
の
場
合
、
一
番
最
後
の
部
分

で
す
が
「
本
菴
主
、
両
院
主
」、
大
慈
院
・
報
恩
院
の
両
院
で
す

が
、
そ
の
菴
主
・
住
持
は
、「
交
交
坐
禅
儀
・
坐
禅
箴
、
古
則
公
案

を
提
唱
し
て
、
後
学
を
策
進
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
交
替
交
替
に

『
坐
禅
儀
』『
坐
禅
箴
』、
さ
ら
に
古
則
公
案
を
提
唱
し
て
、
後
学
を

策
進
す
べ
し
、
と
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
単
に
坐
る
だ
け
で
は
な
く
勉

強
し
な
が
ら
坐
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
少
し
辛
辣
で
す
け
ど
、
岸
澤
文
庫
の
『
理
諺
清
規
』
に

も
批
判
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
十
二
月
八
日
。
中
古
は
今
日
よ
り

静
坐
と
名
づ
け
て
念
経
諸
行
事
を
放
下
し
て
八
日
の
早
に
至
す
ま
で

坐
禅
摂
心
す
。
何
れ
の
時
に
何
れ
の
処
の
何
れ
の
人
の
講
行
と
云
う

こ
と
を
知
ら
ず
。
諸
方
沿
襲
し
て
改
る
こ
と
能
は
ず
」
と
、
あ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
後
半
で
す
が
「
毎
日
、
四
次
の
坐
禅
の
み
尋
常
統
一
に

弁
道
す
。
十
二
時
中
、
寸
陰
を
惜
む
。
時
節
因
縁
を
待
つ
者
は
、
何

れ
の
日
と
云
こ
と
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
毎
日
、
四
時
の
坐
禅
を
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す
る
の
だ
、
悟
り
を
得
よ
う
と
思
う
も
の
は
、
何
時
何
時
が
良
い
と

い
う
こ
と
で
な
く
、
寸
暇
を
惜
し
ま
ず
坐
禅
を
す
べ
き
な
の
だ
、
と

い
う
批
判
を
す
る
の
で
す
。

　

現
状
を
鑑
み
ま
す
と
、
四
時
の
坐
禅
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
道
元

禅
師
が
定
め
た
四
時
の
坐
禅
と
い
う
の
は
、
暁
天
（
後
夜
坐
禅
）、

早
晨
、
晡
時
、
そ
れ
か
ら
黄
昏
（
初
夜
坐
禅
）
の
四
つ
で
す
が
、

『
行
持
軌
範
』
で
は
三
時
の
坐
禅
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
、
永

平
寺
・
総
持
寺
、
曹
洞
宗
で
は
、
暁
天
と
夜
坐
、
後
夜
と
初
夜
し
か

坐
禅
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
な
か
な
か
摂
心
と
い
う
よ
う

な
時
間
を
取
ら
な
い
と
、
集
中
し
て
座
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
忙
し

過
ぎ
る
と
い
う
の
は
、
言
い
訳
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど

も
、
現
状
は
こ
う
い
う
状
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
の
悟
り
を
讃
え
る
成
道
会
と
い
う
の
も
道

元
禅
師
が
初
め
て
伝
え
て
、
そ
し
て
そ
の
法
要
を
行
う
の
だ
、
上
堂

を
行
う
の
だ
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
上
堂
で
は
な
く
て
、

そ
の
悟
り
の
姿
を
讃
え
る
形
で
、
坐
禅
、
摂
心
と
い
う
形
に
変
わ
っ

て
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

七
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
早
口
で
大
変
雑
駁
な
発
表
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
回

向
文
の
内
容
変
化
、
そ
れ
か
ら
首
座
法
戦
式
、
そ
し
て
成
道
会
に
つ

い
て
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

曹
洞
宗
の
行
事
を
あ
ま
り
ご
存
じ
な
い
方
に
は
、
思
い
至
ら
な

か
っ
た
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
通
常
曹
洞
宗
で

お
こ
な
わ
れ
る
行
事
、
さ
ら
に
臨
時
行
事
、
そ
し
て
年
中
行
事
な
ど

が
、
実
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
来
た
の
で
す
。
そ
の
実
際
と
変

化
の
背
景
と
い
う
も
の
に
気
が
付
い
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
回
向
文
で
す
が
、
今
後
ど
う
い
う
形
で
法
要
の
中
で
生
か
し

て
い
く
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
特
定

の
案
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
お
示
し
す
る
訳
で
は
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
時
代
と

と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
行
事
、
そ
の
意
味
と
い
う
も
の
を
、
考
え
て

頂
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

丁
度
、
時
間
と
な
り
ま
し
て
、
ま
だ
若
干
質
問
の
時
間
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
に
て
発
表
の
方
は
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご

静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。


