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鴨
長
明
の
編
集
に
か
か
る
仏
教
説
話
集
『
発
心
集
』
は
、
流
布
本
系
統
（
慶
安
四
年
版
、
八
巻
な
ど
）
と
写
本
系
統
（
神
宮
文
庫
本
、
五
巻

な
ど
）
と
の
大
き
く
二
つ
の
本
文
系
統
が
あ
り
盧
、
説
話
数
も
説
話
配
列
も
大
き
く
相
違
す
る
。
古
写
本
が
な
く
、
現
在
我
々
の
見
る
こ

と
の
で
き
る
本
文
が
こ
の
よ
う
に
極
端
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
成
立
以
後
、
後
人
の
手
に
よ
っ
て
説
話
増
補
が
行
わ
れ
、

あ
る
い
は
配
列
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
実
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
長
明
の

原
編
集
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
か
も
分
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
廣
田
哲
通
氏
ら
盪
に
よ
る
説
話
配
列
及

び
本
文
に
つ
い
て
の
研
究
や
、
山
内
益
次
郎
氏
ら
蘯
に
よ
る
後
代
説
話
集
に
み
ら
れ
る
『
発
心
集
』
説
話
の
抄
出
や
依
拠
説
話
の
調
査
な

ど
に
よ
り
、
お
お
む
ね
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
説
話
配
列
は
慶
安
四
年
版
が
よ
り
原
形
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か
し
巻
数
は
八
巻
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

り
、
五
巻
形
態
の
も
の
は
後
世
の
改
変
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
慶
安
四
年
版
の
説
話
本
文
に
も
後
代
の
手
が
加
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
一
方
で
は
神
宮
本
の
説
話
本
文
に
古
態
が
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
て
、
考
察
に
は
慎
重
を
要
す
る
こ
と
等
で
あ
る
。
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し
か
し
、
ま
だ
長
明
の
浄
土
思
想
と
関
わ
ら
せ
て
の
説
話
配
列
の
考
察
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
本
稿
は
、
長
明
が

説
話
末
尾
に
記
す
評
文
と
説
話
自
体
が
示
す
内
容
と
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
見
え
る
浄
土
思
想
の
あ
り
方
を
考
え
、『
方
丈
記
』
の

著
者
で
も
あ
る
長
明
の
思
想
と
し
て
、
説
話
配
列
に
働
い
た
で
あ
ろ
う
意
識
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
巻
二
第
八
話
・
第

九
話
・
第
十
話
と
、
巻
三
第
一
話
か
ら
第
四
話
ま
で
の
二
ヵ
所
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
間
の
配
列
を
検
討
す
る
と
共
に
、
で
き

れ
ば
巻
二
と
巻
三
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

慶
安
四
年
版
と
神
宮
文
庫
本
の
共
通
説
話
は
、
全
六
十
話
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
慶
安
四
年
版
で
は
巻
一
か
ら
巻
六
に
収
め
ら
れ
て
お

り
、
慶
安
版
の
巻
六
ま
で
の
所
収
説
話
の
う
ち
、
神
宮
文
庫
本
に
見
え
な
い
も
の
は
、
巻
四
に
三
話
（
第
一
話
〜
第
三
話
）、
巻
五
に
五
話

（
第
二
話
・
第
六
話
〜
第
九
話
）、
巻
六
に
七
話
（
第
一
・
二
話
・
第
五
話
〜
第
九
話
）
の
十
五
話
で
あ
る
。
慶
安
四
年
版
の
巻
七
・
巻
八
の
説

話
二
十
七
話
は
、
神
宮
文
庫
本
に
は
一
切
見
え
ず
、
ま
た
神
宮
本
の
み
の
独
自
説
話
も
四
話
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
本
稿
で
は
ひ

と
ま
ず
、
慶
安
四
年
版
巻
一
か
ら
巻
六
に
所
収
さ
れ
る
説
話
の
う
ち
、
神
宮
文
庫
本
と
共
通
す
る
説
話
の
み
を
長
明
編
集
当
時
の
『
発
心

集
』
に
存
在
し
た
可
能
性
の
高
い
説
話
で
あ
る
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。

考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
諸
本
の
二
系
統
を
そ
れ
ぞ
れ
慶
安
四
年
版
と
神
宮
文
庫
本
の
本
文
に
依
り
、
い
ず
れ
も
『
鴨
長
明
全
集
』盻
所

収
の
本
文
を
使
用
す
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
平
仮
名
ま
じ
り
に
改
め
、
私
に
句
読
点
を
改
め
る
場
合
が
あ
る
。

二

さ
て
、
長
明
は
『
発
心
集
』
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

は
か
な
く
見
事
、
聞
事
を
註
し
あ
つ
め
つ
つ
、
し
の
び
に
座
の
右
に
を
け
る
事
あ
り
。
即
、
賢
き
を
見
て
は
及
難
く
と
も
こ
ひ
ね
が
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ふ
縁
と
し
、
愚
な
る
を
見
て
は
、
自
ら
改
む
る
媒
と
せ
む
と
な
り
。
今
、
此
を
云
に
、
天
竺
、
震
旦
の
伝
聞
は
、
遠
け
れ
ば
か
か

ず
。
仏
菩
薩
の
因
縁
は
、
分
に
た
へ
ざ
れ
ば
是
を
残
せ
り
。
唯
、
我
国
の
人
の
耳
近
を
先
と
し
て
、
承
は
る
言
の
葉
を
の
み
注
す
。

長
明
自
身
は
「
我
国
の
人
の
耳
近
き
を
」「
承
は
る
言
の
葉
を
の
み
注
す
」
と
し
て
明
言
を
避
け
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
の
み
か
ら
も
彼

が
「
往
生
伝
」
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
慶
政
は
『
閑
居
友
』眈
第
一
話
に
お
い
て
彼
自
身
の
編
集
方
針
を
述

べ
る
中
で
、

発
心
集
に
は
伝
記
の
中
に
あ
る
人
々
あ
ま
た
み
え
侍
め
れ
ど
…
…
中
略
…
…
長
明
は
人
の
耳
を
も
よ
ろ
こ
ば
し
め
、
ま
た
結
縁
に
も

せ
む
と
て
こ
そ
伝
の
う
ち
の
人
を
も
の
せ
け
ん

と
、
長
明
が
「
往
生
伝
」
に
所
載
さ
れ
て
い
る
説
話
を
再
録
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
長
明
の
時
代
に
は
、
す
で
に
多
く
の
「
往

生
伝
」
が
成
立
し
て
お
り
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』『
法
華
験
記
』『
続
本
朝
往
生
伝
』『
拾
遺
往
生
伝
』『
後
拾
遺
往
生
伝
』眇
は
、
確
実
に

読
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
往
生
伝
」
の
存
在
が
『
発
心
集
』
編
集
の
動
機
付
け
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。『
発
心
集
』

も
、
往
生
に
失
敗
し
た
説
話
を
い
れ
な
が
ら
も
、
ま
さ
に
「
往
生
伝
」
で
あ
る
こ
と
は
一
読
す
れ
ば
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

書
名
の
『
発
心
集
』
が
示
す
通
り
、
彼
の
関
心
は
往
生
で
き
た
か
否
か
よ
り
、
如
何
に
し
て
往
生
し
得
た
か
、
あ
る
い
は
如
何
に
し
て
往

生
に
つ
な
が
る
「
発
心
」
を
し
、
そ
れ
を
持
続
し
得
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

巻
一
は
、
出
家
者
の
遁
世
（
隠
遁
）
譚
群
か
ら
始
ま
り
、
執
着
心
を
断
つ
説
話
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
失
敗
す
る
説
話
）
群
を
経
て
、
隠
徳

（
あ
る
い
は
偽
悪
）
説
話
に
至
る
。
こ
れ
ら
は
最
初
の
遁
世
（
隠
遁
）
譚
に
対
し
て
「
市
井
の
大
隠
」
譚
で
も
あ
る
。
慶
安
四
年
版
は
巻
一
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に
十
二
話
を
有
す
る
が
、
神
宮
文
庫
本
は
十
一
話
で
あ
り
、
そ
れ
は
慶
安
版
の
第
一
話
か
ら
第
十
一
話
ま
で
と
、
説
話
本
文
・
配
列
共
に

一
致
す
る
（
慶
安
版
第
十
二
話
は
神
宮
本
で
は
巻
五
第
九
話
）。
慶
安
版
と
神
宮
本
が
こ
れ
だ
け
の
一
致
を
示
す
の
は
、
巻
一
の
み
で
あ
っ

て
、
巻
二
か
ら
巻
五
は
説
話
配
列
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
巻
一
に
つ
い
て
は
、
長
明
編
集
当
時
の
姿
を
慶
安
版
と
神
宮

本
と
も
に
留
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
巻
一
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
は
、
廣
田
氏
の
論
に
お
い
て
詳
し
い
検
討
が
行
わ

れ
眄
、『
発
心
集
』
の
説
話
配
列
が
説
話
内
容
と
関
わ
っ
て
慎
重
な
意
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
巻
一
の
説
話

配
列
は
長
明
の
配
列
方
針
が
、
明
確
に
読
み
取
れ
る
巻
で
あ
り
、
本
来
、『
発
心
集
』
は
、
説
話
配
列
に
編
者
自
身
の
明
確
な
構
想
が
現

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
巻
二
以
下
の
説
話
配
列
に
も
長
明
の
編
集
意
識
を
た
ど
り
得
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
巻
二
第
八
話
・

第
九
話
・
第
十
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

巻
二
第
八
話
「
真
浄
房
、
暫
作
天
狗
事
」
は
、「
鳥
羽
の
僧
正
と
て
や
む
事
な
き
人
」
の
弟
子
で
あ
っ
た
真
浄
房
が
念
仏
三
昧
の
行
者

と
し
て
往
生
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳥
羽
僧
正
の
臨
終
に
「
今
日
こ
そ
別
れ
奉
る
と
も
、
後
世
に
は
必
ず
あ
ひ
て
つ

か
ふ
ま
つ
る
べ
き
也
」
と
約
し
た
た
め
に
、
鳥
羽
僧
正
の
堕
し
た
天
狗
道
に
六
年
間
拘
束
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
話
末
に
は
次
の
評
語
が
み

え
る
。其

を
聞
人
、
た
と
ひ
行
徳
高
き
人
な
り
と
も
、
必
是
に
値
遇
せ
ん
と
云
ふ
ち
か
ひ
を
ば
起
す
ま
じ
か
り
け
り
。
彼
は
取
は
づ
し
て
、

悪
き
道
に
入
た
れ
ば
、
あ
へ
な
く
か
か
る
わ
ざ
な
り
と
ぞ
云
け
る
。

長
明
の
こ
の
説
話
へ
の
関
心
の
中
心
は
、「
必
是
に
値
遇
せ
ん
と
云
ふ
ち
か
ひ
を
ば
起
す
ま
じ
」
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
巻
一
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の
中
間
部
分
の
説
話
群
で
示
し
た
、
執
着
の
恐
ろ
し
さ
・
執
心
を
断
つ
べ
き
こ
と
と
、
真
浄
房
の
約
束
は
か
か
わ
っ
て
お
り
、
真
浄
房
が

「
必
是
に
値
遇
せ
ん
と
」
誓
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
「
執
心
」
を
抱
い
た
こ
と
に
直
結
す
る
は
ず
で
、
そ
の
悪
道
へ
の
転
生
は
い
わ
ば
当
然

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
話
は
巻
一
で
は
な
く
、
巻
二
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
話
末
の
評
と
は
異
な
る
意
識
が
配
列
に
際
し
て
働
い

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
説
話
の
直
前
の
第
七
話
は
「
相
真
没
後
返
袈
裟
事
」
で
、
持
つ
人
に
往
生
を
も
た
ら
す
袈
裟
の
不
思
議
を
テ
ー
マ
と
す
る
。「
世

く
だ
り
、
人
を
と
ろ
へ
て
、
不
思
議
を
あ
ら
は
す
事
あ
り
が
た
し
。
此
は
、
濁
れ
る
世
の
末
に
た
ぐ
ひ
す
く
な
き
程
の
事
也
」
と
の
話
末

評
か
ら
も
、
編
者
の
関
心
が
「
不
思
議
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
第
七
話
の
次
に
真
浄
房
話
を
配
置
す
る
に
際

し
、
第
八
話
に
前
話
と
連
想
の
繋
が
る
「
不
思
議
」
の
要
素
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
「
鳥
羽
の
僧
正
と
て
や
む
事
な
き
人
」、

「
行
徳
高
き
人
」
が
「
取
は
づ
し
て
、
悪
き
道
に
入
」
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
第
八
話
は
、「
鳥
羽
僧
正
」
の
具
体
的
な
行
徳
も
悪

因
も
い
っ
さ
い
語
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
臨
終
に
弟
子
に
向
っ
て
「
年
来
む
つ
ま
し
ふ
思
な
ら
は
せ
る
を
…
…
今
、
長
く
別
れ
な
む
と

す
。
今
日
や
か
ぎ
り
な
ら
む
と
、
云
も
や
ら
ず
な
か
れ
け
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
と
涙
が
、
僧
正
の
「
取
は
づ
し
て
」
に
相
当
す
る
と
読
む

べ
き
で
も
あ
ろ
う
か
。
慢
心
が
天
狗
道
に
堕
ち
る
因
と
さ
れ
る
こ
と
眩
か
ら
、「
や
む
事
な
き
、
行
徳
高
き
」
僧
正
の
慢
心
に
よ
る
油
断

か
ら
つ
い
こ
ぼ
れ
出
た
臨
終
の
言
葉
が
自
身
を
も
、
再
会
を
約
し
た
真
浄
房
を
も
天
狗
道
へ
導
い
た
話
と
解
釈
で
き
よ
う
。「
や
む
事
な

き
、
行
徳
高
き
」
僧
正
の
「
取
は
づ
し
」
が
、「
不
思
議
」
な
の
で
あ
る
と
読
み
た
い
。

続
く
第
九
話
は
、「
助
重
、
依
一
声
念
仏
往
生
事
」
で
あ
る
。

承
久
の
比
、
前
滝
口
と
云
物
あ
り
け
り
。
近
江
国
蒲
生
の
郡
の
人
也
。
盗
人
に
あ
ひ
て
射
こ
ろ
さ
れ
け
る
間
に
、
其
箭
の
背
に
あ
た

る
時
、
声
を
あ
げ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
だ
一
声
申
て
死
し
ぬ
。
其
声
高
、
と
な
り
の
里
に
聞
け
り
。
人
来
て
是
を
見
け
れ
ば
、
西
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に
向
て
居
な
が
ら
眼
を
と
ぢ
て
な
む
有
り
け
り
。

…
…
（
二
人
の
人
物
の
夢
に
助
重
の
往
生
が
示
さ
れ
る
）
…
…

彼
僧
正
の
年
来
の
行
徳
、
助
重
が
一
声
の
念
仏
の
外
の
事
な
れ
ど
、
彼
は
悪
道
に
留
り
、
此
は
浄
土
に
生
る
。
爰
知
ぬ
、
凡
夫
の
愚

な
る
心
に
て
人
の
徳
程
計
り
難
き
事
也
。

一
読
し
て
、
こ
の
話
は
一
念
往
生
譚
で
あ
る
こ
と
と
、
長
明
は
こ
れ
に
不
思
議
の
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
八
話
と
は
正
反

対
の
話
で
あ
る
が
、「
や
む
事
な
き
、
行
徳
高
き
」
僧
正
の
「
取
は
づ
し
て
」
の
天
狗
道
に
堕
し
た
こ
と
と
同
様
に
滝
口
武
士
の
一
念
往

生
は
、
長
明
に
と
っ
て
「
凡
夫
の
愚
な
る
心
に
て
人
の
徳
程
計
り
難
き
事
」
で
あ
っ
た
。「
人
の
徳
」
は
計
り
難
い
と
い
う
口
調
に
は
長

明
の
い
さ
さ
か
不
満
気
な
表
情
が
読
み
取
れ
る
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
親
鸞
な
ら
ば
当
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
だ
長
明
に
は
不
思
議
で

あ
っ
た
。
一
念
往
生
は
、
善
導
の
『
般
舟
讃
』
の
紹
介
に
よ
っ
て
広
ま
る
思
想
で
あ
る
が
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
に
書
与
さ
れ
て
以

後
流
布
し
た
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
発
心
集
』
成
立
ま
で
に
は
『
般
舟
讃
』
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
長
明
に
と
っ
て
当
然
の
反

応
で
は
あ
っ
た
。

第
七
・
八
・
九
話
間
に
に
働
く
連
想
は
「
不
思
議
」
で
あ
る
が
、
第
九
話
が
節
目
と
な
っ
て
新
た
な
テ
ー
マ
が
始
ま
る
。

第
十
話
「
橘
大
夫
、
発
願
往
生
事
」
は
、
八
十
を
過
ぎ
る
ま
で
仏
法
を
知
ら
ず
、
斉
日
に
も
精
進
せ
ず
、
法
師
を
貴
ば
ず
教
化
す
る
人

を
馬
鹿
に
す
る
「
す
べ
て
愚
癡
極
れ
る
人
」
が
臨
終
正
念
に
往
生
し
、
あ
ま
つ
さ
え
紫
雲
現
わ
れ
こ
う
ば
し
き
香
満
ち
る
と
い
う
瑞
相
ま

で
あ
ら
わ
れ
た
。
妻
の
話
で
は
、
お
と
と
し
の
六
月
か
ら
毎
夕
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
頼
む
「
発
願
文
」
を
読
み
合
掌
し
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
時
の
か
わ
る
ご
と
に
最
後
の
思
い
を
な
し
て
十
念
を
唱
え
る
こ
と
の
み
を
行
と
し
た
聖
人
の
こ
と
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
話
末
の
評

語
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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な
か
の

勤
む
る
処
は
少
け
れ
ど
も
、
常
に
無
常
を
思
て
往
生
を
心
に
か
け
む
事
、
要
が
中
要
也
。
若
、
人
心
に
わ
す
れ
ず
極
楽
を
思
へ
ば
、

命
を
は
る
時
必
ず
生
ず
。
た
と
へ
ば
、
樹
の
ま
が
れ
る
方
へ
た
ふ
る
る
が
如
し
な
む
ど
云
へ
り
。

一
見
、
助
重
同
様
に
な
ぜ
往
生
で
き
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
人
物
の
往
生
の
理
由
が
、「
発
願
文
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
「
お
と
と

し
の
六
月
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
時
の
か
わ
る
ご
と
に
十
念
を
唱
え
る
と
い
う
だ
け
の
行
し
か
行
わ
な
か
っ
た
聖
人
も
往
生
し

た
。
や
や
「
不
思
議
」
の
感
は
あ
る
が
、「
常
に
無
常
を
思
て
往
生
を
心
に
か
け
」
た
と
い
う
「
心
」
の
あ
り
方
、
発
心
と
そ
の
一
定
期

間
の
持
続
に
長
明
は
納
得
し
て
い
る
。「
心
」
の
見
え
な
か
っ
た
鳥
羽
僧
正
と
助
重
と
は
、「
人
の
徳
」
の
程
が
計
れ
な
か
っ
た
が
、
第
十

話
の
二
人
の
人
物
の
「
心
」
は
、
行
の
少
な
さ
は
あ
る
も
の
の
長
明
の
肯
定
範
囲
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
悪
人
往
生
」
の
話
は
、『
続
本
朝
往
生
伝
』
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
九
話
の
助
重
往
生
譚
は
『
後
拾
遺
往
生
伝
』

と
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
に
、
第
十
話
の
橘
大
夫
の
話
は
『
拾
遺
往
生
伝
』
に
そ
れ
ぞ
れ
採
録
さ
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る
。
助
重
は
悪
人

の
範
疇
に
入
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
橘
大
夫
は
「
愚
癡
極
ま
れ
る
人
」
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
十
悪
の
悪
人
で
あ
る
。

助
重
往
生
譚
は
二
つ
の
往
生
伝
に
見
ら
れ
る
。『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
も
長
明
の
目
に
触
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
『
後
拾
遺

往
生
伝
』
の
方
に
依
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
文
は
往
生
伝
の
叙
述
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
事
件
を
分
か
り
や
す
く
し
、
漢
文
体
を
和

ら
げ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
が
、『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
に
見
ら
れ
る
「
群
兵
競
ひ
来
る
」
と
い
う
表
現
を
欠
き
、「
夢
に
往
生
を
告
ぐ
、
又

宿
善
に
依
る
歟
」
と
い
う
助
重
の
往
生
の
理
由
の
推
理
を
行
っ
て
い
な
い
点
な
ど
か
ら
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』
に
依
る
も
の
と
判
断
す

る
。
も
し
「
宿
善
に
依
る
歟
」
の
本
文
に
依
っ
て
い
た
な
ら
ば
必
ず
そ
の
点
を
長
明
は
云
々
し
た
に
違
い
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
先
述

の
通
り
「
人
の
徳
」
は
計
り
難
い
と
結
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
十
話
の
橘
大
夫
譚
に
つ
い
て
は
、
現
在
類
話
は
『
拾
遺
往
生
伝
』
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
果
た
し
て
こ
れ
に
依
拠
し
た
か
ど
う
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か
疑
わ
し
い
。『
拾
遺
往
生
伝
』
と
『
発
心
集
』
で
は
、「
発
願
文
」
の
思
想
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
「
発
願
文
」
を
比
較
し
て
み

る
。『

拾
遺
往
生
伝
』
は
傍
線
を
施
し
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
華
経
・
念
仏
兼
修
の
ま
さ
に
天
台
浄
土
教
の
典
型
的
あ
り
方
を

示
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
発
心
集
』
は
専
修
念
仏
で
あ
る
。
長
明
は
『
方
丈
記
』
の
叙
述
を
見
れ
ば
、
法
華
経
念
仏
兼
修
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
眤
、
長
明
自
身
が
専
修
念
仏
発
願
文
に
書
き
替
え
た
と
は
い
さ
さ
か
考
え
に
く
く
、
既
に
書
き
替
え
ら
れ
た
文
献
に
依
っ
た
と
考

え
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。
前
話
が
一
称
念
仏
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
念
仏
の
み
の
話
を
採
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
十
一
話

の
来
客
と
の
対
面
を
拒
み
念
仏
し
続
け
る
聖
の
話
へ
の
布
石
と
し
て
も
、
橘
大
夫
は
専
修
念
仏
の
人
物
で
あ
る
方
が
統
一
的
に
説
話
が
連

『
拾
遺
往
生
伝
』

『
発
心
集
』

弟
子
敬
て
三
世
の
諸
仏
、
十
方
の
聖
衆
に
白
さ
く
、
始
め
強
仕
よ
り
終
り

八
十
に
至
る
ま
で
、
念
を
弥
陀
仏
に
繋
け
て
心
を
妙
法
経
に
帰
せ
り
。

就
中
に
今
日
よ
り
後
、
死
期
の
以
前
に
浄
穢
を
論
ぜ

ず
、
衣
服
を
整
へ
ず
し
て
毎
昏
に
西
に
向
ひ
、
二
手
合
掌
し
て
弥
陀
の
宝

号
を
唱
へ
、
法
花
の
題
目
を
称
へ
む
。
も
し
く
は
命
終
の
刻
に
、
邪
倒
心

を
礙
へ
て
念
仏
す
る
こ
と
能
は
じ
。
故
に
こ
の
長
時
の
一
称
を
も
て
必
ず

そ
の
命
終
の
十
念
と
な
し
た
ま
へ
。
ま
た
法
花
経
寿
量
品
の
偈
を
誦
す
る

こ
と
十
遍
な
り
。
願
以
此
功
徳
、
普
及
於
一
切
、
我
等
与
衆
生
、
往
生
安

楽
国
。
永
長
元
年
六
月
廿
四
日
、
始
め
て
こ
の
願
を
発
せ
り
。
諸
仏
菩

薩
、
悉
く
知
り
悉
く
見
た
ま
へ
。

弟
子
敬
て
西
方
極
楽
化
主
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
、
勢
至
諸
の
聖
衆
を
驚
て

申
す
。
我
、
受
け
難
き
人
身
を
受
て
適
仏
法
に
遇
と
云
へ
ど
も
、
心
本
よ

り
愚
癡
に
し
て
徒
に
明
し
暮
し
て
空
く
三
途
に
帰
り
な
ん
と
す
。
然
る
を

阿
弥
陀
如
来
、
我
と
縁
深
く
を
は
し
ま
す
に
依
て
、
濁
れ
る
末
の
世
の
衆

生
を
救
は
ん
が
た
め
大
願
を
発
し
給
へ
る
事
あ
り
き
。
其
趣
を
尋
ぬ
れ

ば
、
設
四
重
五
逆
を
作
れ
る
人
な
り
と
も
、
命
終
ら
ん
時
我
国
に
生
れ
ん

と
願
ひ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
十
度
申
さ
ば
、
必
ず
迎
へ
む
と
誓
給
へ
り
。

今
、
此
本
願
を
憑
む
が
故
に
、
今
日
よ
り
後
、
命
を
限
に
て
夕
ご
と
に
西

に
向
ひ
て
宝
号
を
と
な
ふ
。
願
は
今
夜
ま
ど
ろ
め
る
中
に
も
命
尽
な
ん
事

あ
ら
ば
、
此
を
終
の
十
念
と
し
て
本
願
あ
や
ま
た
ず
極
楽
へ
迎
へ
給
へ
。

設
ひ
残
の
命
あ
つ
て
こ
よ
ひ
過
た
り
と
も
、
終
り
願
の
如
く
な
ら
ず
し
て

弥
陀
を
唱
へ
ず
は
日
比
の
念
仏
を
以
て
終
の
十
念
と
せ
む
。
我
罪
重
し
と

い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
五
逆
を
作
ら
ず
。
功
徳
少
し
と
い
へ
ど
も
深
く
極
楽

を
願
ふ
。
則
、
本
願
に
そ
む
く
事
な
し
。
必
ず
引
接
し
給
へ
。
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続
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
神
宮
本
で
は
、
第
七
話
の
袈
裟
の
不
思
議
譚
は
巻
四
第
一
話
、
第
八
話
の
鳥
羽
僧
正
と
真
浄
房
の
説
話
は
巻
五
第
八
話
と
大

き
く
位
置
を
異
に
し
、
ま
た
第
九
話
の
助
重
往
生
譚
は
巻
二
第
二
話
と
跳
び
跳
び
に
な
っ
て
お
り
、
慶
安
版
の
よ
う
な
配
列
意
識
の
も
と

に
は
な
い
。
袈
裟
の
不
思
議
譚
の
次
に
は
「
或
る
禅
尼
に
山
王
の
御
託
宣
の
事
」
が
続
く
が
、
こ
れ
は
神
宮
本
の
独
自
説
話
で
あ
る
。
日

吉
明
神
が
往
生
に
は
慈
悲
と
質
直
と
旨
と
せ
よ
と
教
え
る
話
で
、
連
続
配
列
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
鳥
羽
僧
正
と
真
浄
房
の
説
話
の
前

後
は
、「
乞
児
物
語
事
」
と
「
乞
食
の
僧
隠
徳
事
」
で
あ
り
、
や
は
り
連
続
配
列
の
意
味
を
見
出
し
に
く
い
。
助
重
譚
と
橘
大
夫
説
話
は

位
置
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、『
発
心
集
』
は
、
第
十
一
話
の
客
人
に
会
う
事
も
拒
否
し
て
念
仏
し
続
け
た
、「
勤
む
る
処
は
少
」
な
か
ら
ぬ
、「
此
事
あ
ま

り
き
び
し
く
覚
ゆ
る
」
聖
の
話
へ
と
進
み
、
長
明
の
よ
り
納
得
し
得
る
方
向
へ
の
説
話
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
浄
土
思
想
の
発
展
と
は
別
に
、「
勤
む
る
処
」
の
「
少
」
き
、
あ
る
い
は
不
明
な
も
の
か
ら
、「
お
と

と
し
の
六
月
か
ら
毎
夕
」
の
発
願
文
読
誦
へ
、
時
の
か
わ
る
ご
と
の
十
念
と
い
う
勤
め
へ
、
そ
し
て
絶
え
間
な
い
念
仏
の
聖
へ
と
、
念
仏

行
者
の
列
が
、
長
明
の
よ
り
評
価
で
き
る
方
向
へ
と
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

『
発
心
集
』
慶
安
四
年
版
巻
三
に
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
巻
二
第
九
話
・
第
十
話
と
関
連
し
そ
う
な
説
話
が
冒
頭
か
ら
並
ん
で
い
る
。

第
一
話
「
江
州
増
叟
事
」
は
暑
き
に
つ
け
寒
き
に
つ
け
、
あ
ら
ゆ
る
事
に
付
け
て
、
ま
し
て
地
獄
は
、
ま
し
て
極
楽
は
と
の
思
い
で

「
ま
し
て
」
を
口
に
す
る
「
乞
食
し
あ
り
く
翁
」
の
往
生
予
告
の
話
で
、「
必
し
も
浄
土
の
荘
厳
を
観
ぜ
ね
ど
も
、
物
に
ふ
れ
て
理
り
を
思

け
る
も
又
往
生
の
業
と
な
ん
な
り
に
け
り
」
と
結
ば
れ
る
。
こ
れ
は
念
仏
で
も
発
願
文
で
も
な
い
全
く
個
人
的
な
、
あ
る
意
味
で
は
原
初
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的
な
信
仰
心
の
あ
り
方
と
も
言
え
る
こ
と
で
往
生
を
約
束
さ
れ
る
と
い
う
話
で
、
正
統
的
な
仏
法
世
界
で
は
思
い
付
か
ぬ
行
と
い
う
べ
き

も
の
が
、
往
生
の
因
と
な
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
話
「
伊
予
僧
都
大
童
子
、
頭
光
現
事
」
は
、
伊
予
僧
都
の
召
し
使
う
大
童
子
が
「
時
の
間
も
を
こ
た
ら
ず
」
念
仏
し
続
け
、「
頭

の
光
」
を
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
感
動
し
た
伊
予
僧
都
の
計
い
に
よ
っ
て
他
念
な
く
念
仏
で
き
る
境
界
を
与
え
ら
れ
、
往
生
を
遂
げ
る
話

で
あ
り
、
話
末
は
次
の
評
文
で
あ
る
。

往
生
は
、
無
智
な
る
に
も
よ
ら
ず
、
山
林
に
跡
を
く
ら
う
す
る
に
も
あ
ら
ず
、
只
云
ふ
か
ひ
な
く
こ
う
つ
め
る
物
、
か
く
の
如
し
。

「
云
ふ
か
ひ
な
く
」
が
難
解
で
あ
る
。
神
宮
本
は
「
唯
功
を
積
め
る
者
は
、
必
大
往
生
遂
也
と
、
云
々
」
と
し
、
こ
の
本
文
の
方
が
わ
か

り
や
す
い
が
、「
大
往
生
」
と
い
う
室
町
時
代
も
半
ば
に
な
ら
ね
ば
用
例
の
見
え
ぬ
語
眞
を
使
っ
て
お
り
、
慶
安
版
の
よ
う
な
意
味
の
わ

か
り
に
く
い
本
文
を
改
め
た
可
能
性
が
高
い
。
他
に
類
話
も
な
く
、「
い
ふ
か
ひ
な
き
者
」
が
功
を
積
む
と
い
う
解
釈
は
、
身
分
の
低
い

者
が
往
生
で
き
る
ほ
ど
念
仏
を
行
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
、『
発
心
集
』
説
話
の
登
場
人
物
た
ち
を
見
る

に
、
本
説
話
で
事
改
め
て
い
う
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
眥
。
文
脈
的
に
は
「
い
い
よ
う
も
な
く
、
言
葉
に
表
せ
ぬ
程
ひ
た
す
ら
」
と
理

解
し
た
い
所
で
あ
る
が
、「
云
ふ
か
ひ
な
し
」
の
語
義
か
ら
は
無
理
が
あ
り
、
第
一
話
末
尾
の
係
結
び
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、

後
世
に
本
文
が
改
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
。
一
旦
文
脈
か
ら
推
し
て
「
こ
う
つ
め
る
」
を
肯
定
的
に
修
飾
す
る
語
で
あ
ろ

う
と
の
み
し
て
お
く
。
説
話
の
テ
ー
マ
は
身
分
の
低
い
も
の
で
も
念
仏
行
を
長
年
か
つ
暇
な
く
積
む
こ
と
に
よ
り
、「
頭
の
光
」
を
発
す

る
な
ど
の
奇
瑞
を
現
し
往
生
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
話
の
正
統
的
で
な
い
行
と
併
せ
、
こ
の
二
話
が
こ
の
順
で
配
列
さ
れ
る
の

は
納
得
し
や
す
い
。
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し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
説
話
が
巻
三
に
お
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
一
考
の
価
値
が
あ
ろ
う
。
巻
二
第
九
話
・
第
十
話
・
第
十
一
話
と

な
ら
べ
て
配
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
絶
え
間
な
い
」
と
い
う
点
で
は
、
巻
二
第
十
一
話
の
手
前
に
こ
れ
ら
二
話
が
置
か

れ
て
も
、
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
二
の
三
話
の
主
人
公
た
ち
は
、
前
滝
口
助
重
・
橘
大
夫
守
助
（『
拾
遺
往
生
伝
』
で
は
散
位
従
五
位
下
橘
朝
臣
守
輔
）・
或
上
人
で
あ
っ

た
。
巻
三
第
一
話
は
「
乞
食
し
あ
り
く
翁
」
で
し
か
も
「
ま
し
て
」
と
い
う
正
統
的
な
行
な
ら
ぬ
口
癖
に
よ
っ
て
往
生
し
た
。
巻
三
第
二

話
は
、
念
仏
行
で
あ
る
が
「
大
童
子
」
つ
ま
り
年
齢
は
重
ね
て
い
て
も
童
子
姿
の
あ
る
意
味
で
は
人
数
な
ら
ぬ
者
で
あ
っ
た
。
長
明
に
と

っ
て
、
こ
れ
は
決
定
的
な
相
違
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
巻
二
の
三
話
と
は
同
列
に
配
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
で
あ
り
、
主
人
公
の
身

分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
巻
を
分
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
行
の
種
類
と
主
人
公
の
身
分
か
ら
巻
を
分
け
る
に
し
て
も
、
巻
三
第
十
一
話
と
の
連
続
性
を
維
持
す
る
こ
と
を
な
ぜ
し
な
か

っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、
巻
二
に
は
な
ぜ
第
十
二
話
・
第
十
三
話
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
次
に
浮
上
し
て
く
る
。
巻
二
第
十
二
話
は

「
舎
衛
国
老
翁
不
顕
宿
善
事
」、
第
十
三
話
は
「
善
導
和
尚
見
仏
事
」
で
あ
る
。
こ
の
二
話
は
序
に
い
う
「
天
竺
、
震
旦
の
伝
聞
は
遠
け
れ

ば
か
か
ず
」
に
背
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
で
、
長
明
編
集
当
時
は
こ
の
二
話
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。

序
に
背
く
と
同
時
に
ま
ず
第
十
二
話
は
、「
宿
善
」
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
第
九
話
・
第
十
話
・
第
十
一
話
の
連
続
の
流
れ
に
合
わ
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
九
話
助
重
譚
で
、
長
明
は
『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
の
い
う
「
宿
善
」
を
取
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
第
十

話
・
第
十
一
話
の
流
れ
に
も
「
宿
善
」
は
あ
わ
な
い
。
第
十
一
話
の
念
仏
絶
え
間
な
い
上
人
の
逆
転
と
取
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
す
る

と
次
の
善
導
の
話
が
ま
た
逆
転
と
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
話
配
列
の
あ
り
方
と
に
わ
か
に
異
な
る
、
逆
転
を
連
続
さ
せ
る
配
列
法
と
な

っ
て
し
ま
う
。
加
え
て
第
十
二
話
末
の
、
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我
、
た
ま
た
ま
法
華
経
に
値
た
て
ま
つ
り
、
弥
陀
仏
の
悲
願
を
聞
な
が
ら
、
つ
と
め
行
ず
し
て
、
徒
に
あ
た
ら
月
日
を
す
ご
す
。
露

も
た
が
は
ず
、
乞
者
の
を
き
な
也

は
、
第
十
話
を
法
華
経
・
念
仏
兼
修
と
す
る
往
生
伝
所
説
を
あ
え
て
専
修
念
仏
と
し
て
第
九
話
か
ら
第
十
一
話
を
念
仏
行
の
話
と
し
た
長

明
の
編
集
方
針
を
も
、
自
ら
逆
転
す
る
こ
と
に
な
っ
て
不
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
十
三
話
の
善
導
が
阿
弥
陀
仏
に
会
っ
て
、
道
綽
の
往
生
極
楽
の
成
否
を
問
う
話
も
不
自
然
な
流
れ
と
い
え
よ
う
。
阿
弥
陀
の
「
木
を

切
に
は
斧
を
く
だ
す
。
家
に
か
へ
る
に
は
苦
を
辞
す
る
事
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
と
そ
の
解
釈
は
一
見
第
十
話
末
尾
の
評
と
通
う
よ
う
に

見
え
る
が
眦
、
第
十
一
話
が
記
さ
れ
た
後
に
は
蛇
足
の
感
が
否
め
ず
、
さ
ら
に
第
十
二
話
を
間
に
お
く
と
配
列
の
連
続
性
が
不
明
に
な

る
。
序
と
の
乖
離
を
含
め
て
、
お
そ
ら
く
第
十
二
話
・
第
十
三
話
は
本
来
巻
二
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
結
論
す
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い

で
あ
ろ
う
。

巻
三
に
戻
る
。
第
三
話
・
第
四
話
は
い
ず
れ
も
有
名
な
「
伊
予
入
道
往
生
事
」
と
「
讃
州
源
大
夫
俄
発
心
往
生
事
」
で
あ
る
。

第
三
話
の
源
頼
義
往
生
譚
は
『
続
本
朝
往
生
伝
』
所
収
、
長
明
は
そ
の
後
に
子
息
の
義
家
堕
地
獄
譚
を
加
え
、
そ
の
間
に
次
の
評
を
挟

ん
で
い
る
。

多
く
罪
を
作
れ
り
と
て
ひ
げ
す
べ
か
ら
ず
。
深
く
心
を
発
し
て
つ
と
め
行
な
へ
ば
、
往
生
す
る
事
又
如
是
。
そ
の
息
は
、
つ
ゐ
に
善

知
識
も
な
く
、
懺
悔
の
心
も
を
こ
さ
ざ
り
け
れ
ば
罪
ほ
ろ
ぶ
べ
き
方
な
し
。

罪
深
く
と
も
、「
善
知
識
を
得
て
懺
悔
、
発
心
し
勤
め
行
う
」
こ
と
で
往
生
で
き
る
と
い
う
。
頼
義
は
ま
さ
に
、
十
二
年
間
謀
叛
の
輩
を
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滅
ぼ
し
（
殺
し
）、
諸
々
の
眷
属
に
境
界
を
失
わ
せ
た
が
、「
み
の
は
の
入
道
」
と
い
う
善
知
識
を
得
、
忽
に
発
心
出
家
し
、
罪
を
悔
い
悲

し
み
大
量
の
涙
を
流
し
、
勇
猛
強
盛
の
心
を
起
し
て
往
生
を
信
じ
、（
お
そ
ら
く
勇
猛
精
進
し
行
業
を
積
み
）
往
生
し
た
。

本
話
の
出
典
『
続
本
朝
往
生
伝
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

（
頼
義
ハ
）
累
葉
武
勇
の
家
に
出
で
て
一
生
殺
生
を
も
て
業
と
な
せ
り
。
況
や
征
夷
の
任
に
当
り
て
、
十
余
年
来
た
だ
闘
戦
を
事
と
せ

り
。
人
の
首
を
梟
し
物
の
命
を
断
ち
し
こ
と
楚
越
の
竹
と
い
へ
ど
も
計
へ
尽
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
中
略
…
…
瞑
目
の
後
多
く
極
楽
往

生
の
夢
あ
り
。
定
め
て
知
り
ぬ
。
十
悪
五
逆
も
猶
し
迎
接
を
許
さ
る
る
こ
と
を
。
何
ぞ
況
や
そ
の
余
を
や
。
こ
の
一
両
を
見
る
に
、

太
だ
恃
み
を
懸
く
べ
く
な
り
。

頼
義
は
い
わ
ゆ
る
「
十
悪
五
逆
」
の
悪
人
、
本
話
は
「
悪
人
往
生
譚
」
で
あ
る
。
第
二
話
の
人
数
な
ら
ぬ
者
と
の
連
続
性
は
こ
こ
に
あ

る
。
善
知
識
の
「
此
世
の
無
常
、
身
罪
の
む
く
ひ
の
お
そ
る
べ
き
様
」
を
聞
き
、
忽
ち
発
心
し
た
頼
義
は
『
発
心
集
』
の
題
名
に
ふ
さ
わ

し
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
長
明
の
評
価
す
る
勤
め
行
う
事
多
く
、
強
い
人
で
あ
っ
た
。

第
四
話
の
源
大
夫
は
、「
仏
法
の
名
を
だ
に
し
ら
ず
、
い
き
物
を
こ
ろ
し
、
人
を
ほ
ろ
ぼ
す
よ
り
外
の
事
な
」
き
、
頼
義
同
様
「
十
悪

五
逆
」
の
悪
人
で
あ
っ
た
眛
。
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
家
で
行
わ
れ
て
い
た
法
会
に
踏
み
込
み
、
僧
の
話
を
聞
き
、

我
、
法
師
に
な
り
て
其
仏
の
を
は
し
ま
さ
ん
方
へ
参
ら
ん
と
思
に
道
を
し
ら
ず
。
心
を
い
た
し
て
よ
び
奉
ら
ん
と
思
に
い
ら
へ
給
ひ

な
ん
や
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と
聞
き
、「
誠
に
ふ
か
く
心
を
お
こ
し
給
は
ば
必
ず
い
ら
へ
給
ふ
べ
し
」
の
答
え
を
得
て
即
座
に
出
家
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
申
し
て
ひ

た
す
ら
西
に
行
き
、
阿
弥
陀
の
答
え
る
声
を
聞
い
て
、
舌
の
先
か
ら
「
青
き
は
ち
す
の
花
な
ん
一
ふ
さ
を
ひ
出
た
り
け
る
」
姿
で
往
生
す

る
。
や
は
り
善
知
識
に
遭
い
た
ち
ま
ち
発
心
出
家
し
念
仏
を
唱
え
続
け
る
と
い
う
、
頼
義
と
類
似
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
頼
義
と
異
な
る

の
は
、
教
え
を
理
解
し
懺
悔
し
て
心
強
く
行
業
を
積
む
の
で
は
な
く
、
無
心
に
信
じ
て
阿
弥
陀
を
呼
び
続
け
た
こ
と
に
阿
弥
陀
が
答
え
た

点
で
あ
る
。
話
末
の

功
つ
め
る
事
な
け
れ
ど
も
一
筋
に
憑
奉
る
心
ふ
か
け
れ
ば
、
往
生
す
る
事
ま
た
か
く
の
ご
と
し

が
、
本
話
の
意
味
を
語
り
尽
し
て
い
る
。

往
生
で
き
そ
う
に
も
な
い
者
達
、
即
ち
「
ま
し
て
」
が
口
癖
の
乞
食
翁
・
人
数
な
ら
ぬ
大
童
子
・「
十
悪
五
逆
」
の
悪
人
頼
義
と
源
大

夫
の
四
人
の
往
生
が
巻
三
冒
頭
か
ら
連
続
す
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、「
必
し
も
浄
土
の
荘
厳
を
観
ぜ
ね
ど
も
物
に
ふ
れ
て
理
を
思
い
」、
無

智
で
遁
世
も
せ
ず
と
も
「
云
ふ
か
ひ
な
く
こ
う
つ
め
る
」
者
で
あ
り
、
十
悪
五
逆
の
悪
人
で
あ
ろ
う
と
発
心
出
家
し
そ
の
発
心
を
維
持
し

続
け
得
た
も
の
、
或
い
は
無
心
に
信
じ
て
阿
弥
陀
を
憑
ん
だ
者
、
が
そ
れ
ぞ
れ
往
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
巻
二
の
第
九
話
・
第
十
話
・
第

十
一
話
と
は
異
な
る
往
生
の
因
が
巻
三
冒
頭
四
話
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
四
話
の
並
び
方
は
、
日
常
生
活
の

中
で
静
か
で
持
続
的
に
行
を
維
持
す
る
心
か
ら
、
瞬
間
的
爆
発
的
な
発
心
と
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
示
す
話
へ
と
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。巻

二
末
か
ら
巻
三
巻
頭
へ
と
類
似
の
説
話
を
配
列
し
て
、
連
続
性
を
失
わ
ぬ
よ
う
に
し
つ
つ
、
巻
二
と
巻
三
は
や
は
り
巻
を
分
け
る
の

が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
説
話
の
主
題
を
変
え
て
い
く
方
法
は
、
や
は
り
編
者
長
明
の
周
到
な
構
想
が
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
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ろ
う
。
そ
し
て
、
第
四
話
を
結
節
点
と
し
て
、
捨
身
行
の
人
物
達
の
説
話
群
が
次
に
展
開
さ
れ
る
。
源
大
夫
の
突
然
の
発
心
と
、
続
く
一

切
の
世
俗
を
放
棄
し
て
阿
弥
陀
の
答
え
を
求
め
て
西
に
歩
み
続
け
る
行
為
は
、「
捨
身
」
と
い
う
新
た
な
テ
ー
マ
を
示
し
て
も
い
る
の
で

あ
る
。

神
宮
本
で
は
、
慶
安
版
の
第
一
話
か
ら
第
三
話
は
、
こ
の
順
序
で
巻
二
の
第
四
話
・
第
五
話
・
第
六
話
に
位
置
し
て
い
る
が
、
第
四
話

は
巻
二
第
三
話
と
な
っ
て
い
て
、「
ま
し
て
の
翁
」
の
直
前
に
あ
る
。
巻
二
第
一
話
は
橘
大
夫
説
話
、
第
二
話
が
助
重
一
称
念
仏
の
話
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
慶
安
版
で
の
巻
二
・
巻
三
の
別
の
意
味
が
見
失
わ
れ
る
と
同
時
に
、
行
の
多
寡
あ
る
い
は
功
徳
の
多

少
、
主
人
公
の
属
性
と
も
に
混
乱
し
て
し
ま
う
配
列
と
な
っ
て
い
る
と
し
か
、
読
み
得
な
い
。
神
宮
本
は
や
は
り
後
世
の
改
変
本
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
台
浄
土
教
か
ら
法
然
浄
土
宗
へ
、
そ
し
て
親
鸞
浄
土
真
宗
へ
と
い
う
、
浄
土
思
想
の
展
開
を
既
に
知
っ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
、

ど
の
説
話
が
最
も
進
化
し
た
浄
土
思
想
を
示
す
も
の
か
自
明
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
長
明
の
生
き
た
時
代
は
、
よ
う
や
く
法
然
が
専
修
念

仏
を
唱
え
始
め
た
頃
で
あ
っ
た
。
既
に
自
分
自
身
の
思
想
を
形
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
長
明
が
、
巻
二
・
巻
三
に
亘
る
と
こ
ろ
で
示
し
て

い
る
そ
の
思
想
は
、
序
で
い
う
通
り
「
心
の
師
と
は
成
と
も
、
心
を
師
と
す
る
事
な
か
れ
」
と
い
う
仏
の
教
え
に
対
し
、「
且
、
自
心
を

は
か
る
に
、
善
に
背
に
も
非
ず
、
悪
を
離
る
る
に
も
非
ず
。
風
の
前
の
草
の
な
び
き
安
き
が
如
し
。
又
、
浪
の
上
の
月
の
静
ま
り
が
た
き

に
似
た
り
。
何
に
し
て
か
、
か
く
愚
な
る
心
を
教
へ
ん
と
す
る
」
に
応
じ
て
、
発
心
の
あ
り
方
を
重
視
し
、
そ
の
発
心
を
維
持
し
行
を
積

む
心
の
強
さ
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

註
盧
『
発
心
集
』
の
諸
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

流
布
本
系
統

慶
安
四
年
片
仮
名
整
版
本
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寛
文
十
年
平
仮
名
整
版
本

刊
年
不
明
本

写
本
（
異
本
）
系
統

神
宮
文
庫
本
（
天
明
四
年
八
月
、
神
宮
林
崎
文
庫
に
奉
納
）

素
行
文
庫
本
（
山
鹿
素
行
写
、
平
戸
市
山
鹿
光
世
氏
蔵
）

盪

廣
田
哲
通
氏
「『
発
心
集
』
の
説
話
配
列
」・「『
発
心
集
』
本
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
中
世
仏
教
説
話
の
研
究
』
勉
誠
社

昭
和
六
十
二
年
刊
）

蘯

山
内
益
次
郎
氏
「
神
宮
文
庫
本
『
発
心
集
』
解
説
」（
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊
９
『
西
公
談
抄

発
心
集

和
歌
色
葉
集
抄
書
』
八
木
書
店

昭
和
五
十
九
年
刊
）

盻
『
鴨
長
明
全
集
』
貴
重
本
刊
行
会

平
成
十
二
年
刊

眈
『
宝
物
集
・
閑
居
友
・
比
良
山
古
人
霊
託
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系

眇

往
生
伝
は
す
べ
て
日
本
思
想
大
系
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
に
よ
り
、『
後
拾
遺
往
生
伝
』・『
本
朝
新
修
往
生
伝
』
は
私
に
読
み
下
し
た
。

眄

廣
田
氏
注
盪
「『
発
心
集
』
の
説
話
配
列
」
論
文

眩

慢
心
に
よ
り
天
狗
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
、『
比
良
山
古
人
霊
託
』・『
沙
石
集
』・『
太
平
記
』
な
ど
諸
書
に
見
え
る
。

眤
『
方
丈
記
』
の
閑
居
の
様
を
記
す
段
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
ま
、
日
野
山
に
跡
を
か
く
し
て
の
ち
、
東
に
三
尺
余
の
庇
を
さ
し
て
、
柴
折
く
ぶ
る
よ
す
が
と
す
。
南
、
竹
の
簀
を
敷
き
、
そ
の
西
に
閼

伽
棚
を
つ
く
り
、
北
に
よ
せ
て
障
子
を
へ
だ
て
て
阿
弥
陀
の
絵
像
を
安
置
し
、
そ
ば
に
普
賢
を
か
き
、
ま
へ
に
法
花
経
を
お
け
り
。
…
…
西

南
に
竹
の
吊
棚
を
構
へ
て
黒
き
皮
籠
三
合
を
お
け
り
。
す
な
は
ち
和
歌
・
管
絃
・
往
生
要
集
ご
と
き
の
抄
物
を
入
た
り
。

眞
「
大
往
生
」
の
用
例
に
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
近
松
の
「
念
仏
往
生
記
」
を
挙
げ
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
寛
永
版
『
曽
我
物
語
』、『
時

代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
は
『
看
聞
日
記
』
応
永
三
一
年
六
月
十
一
日
条
を
挙
げ
る
。

眥

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
方
丈
記

発
心
集
』
の
傍
注
は
「
い
や
し
い
身
の
上
で
」
と
す
る
。
身
分
の
低
い
も
の
の
往
生
譚
は
、
巻
三
第
一
話
も

含
め
「
樵
夫
」
の
例
な
ど
複
数
み
ら
れ
る
。

眦

第
十
三
話
よ
り
阿
弥
陀
の
言
葉
の
解
釈
の
部
分
を
掲
げ
る
。

木
を
切
に
は
、
い
か
に
大
な
る
木
と
い
へ
ど
も
た
ゆ
み
な
く
是
を
切
れ
ば
、
終
と
し
て
切
た
を
さ
ず
と
云
事
な
し
。
怠
て
切
や
す
む
べ
か
ら

ず
。
家
に
帰
に
は
、
又
く
る
し
と
て
中
に
と
ど
ま
る
事
な
か
れ
、
は
ふ
は
ふ
も
必
行
付
べ
し
。
志
深
し
て
怠
ず
は
、
疑
あ
ら
ざ
る
由
教
給
へ
る
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な
り
。

眛

源
大
夫
譚
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
第
十
四
話
「
讃
岐
国
多
度
郡
五
位
、
聞
法
即
出
家
語
」
に
見
え
る
。
出
家
を
止
め
よ
う
と
す
る
郎
等

に
向
い
源
大
夫
は
、『
今
昔
』
で
は
「
汝
等
我
が
吉
き
身
と
成
ら
む
と
為
る
を
ば
、
何
に
思
て
妨
げ
む
と
為
る
ぞ
」
と
言
い
、
そ
れ
ま
で
の
悪

は
か
ら
ひ

に
つ
い
て
の
自
覚
的
な
言
葉
を
記
す
が
、『
発
心
集
」
は
「
を
の
れ
が
斗
に
て
は
、
我
思
立
た
る
事
を
ば
、
い
か
で
さ
ま
た
げ
ん
と
す
る
ぞ
」

と
し
て
、
悪
人
の
自
覚
が
明
確
に
み
ら
れ
る
言
葉
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
無
心
な
発
身
・
出
家
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
あ
げ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
い
け
だ

け
い
こ
・
京
都
府
立
大
学
教
授
）
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