
幼
少
の
時
よ
り
仏
道
修
行
に
志
を
持
ち
、
教
法
の
真
実
を
究
め
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
是
聖
房
蓮
長
法
師
が
、
遂
に
一
切
経
の
中
か
ら
正

法
た
る
法
華
経
を
把
握
し
、
末
法
に
最
も
相
応
し
い
最
勝
の
経
典
で
あ
る
と
決
定
し
こ
の
経
を
依
所
と
し
た
の
は
、
三
十
二
歳
の
時
で
あ

り
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
春
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

「
随
分
に
は
し
り
ま
は
り
十
二
・
十
六
の
年
よ
り
三
十
二
に
至
る
ま
で
二
十
餘
年
が
間
、
鎌
倉
・
京
・
叡
山
・
園
城
寺
・
高
野
・
天
王

（
１
）

寺
等
の
国
々
寺
々
あ
ら
あ
ら
習
ひ
回
り
候
し
程
に
、
一
の
不
思
議
あ
り
。
」

と
見
え
る
如
く
、
当
時
一
般
に
弘
ま
っ
て
い
た
仏
教
に
対
し
、
懐
疑
を
抱
き
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
昼
夜
常
精
進
を
重
ね
た
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）

そ
の
結
果
、
「
一
代
聖
教
を
さ
と
る
べ
き
明
鏡
十
あ
り
。
」
と
い
う
語
で
始
ま
る
『
報
恩
抄
』
の
最
初
の
部
分
で
、
總
々
一
切
経
の
中
で
は

専
ら
法
華
経
を
明
鏡
と
し
て
、
諸
経
と
の
対
比
を
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
究
極
に
於
て
法
華
経
は
。
切
経
の
頂
上
の
如
意
宝
珠

（
３
）

な
り
。
」
と
し
て
、
そ
の
理
由
に
紙
数
を
用
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
十
二
歳
の
時
か
ら
鎌
倉
・
京
・
叡
山
を
始
め
と
し
て
、
各
地
の
諸
寺
を
巡
り
随
分
に
研
讃
さ
れ
た
結
果
、
『
浬
桑
経
』

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

一
、
求
道
修
学

上
田
本
昌

(1）



日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

（
４
）

如
来
性
品
の
「
依
法
不
依
人
」
及
び
「
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
」
の
文
と
『
法
華
経
』
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
「
此
法
華
経
亦
復
如
レ

（
５
）

是
、
於
二
諸
経
中
一
最
為
二
其
上
一
・
」
等
の
文
に
依
っ
て
、
輝
尊
出
世
の
本
懐
が
法
華
経
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
宗
旨
と
す
る
に
至
っ
た
の

是
、
於
二
諾

で
あ
っ
た
。

人
師
・
論
師
の
説
に
依
ら
ず
、
直
接
仏
の
説
に
直
参
す
る
と
い
う
態
度
は
、
蓮
長
法
師
の
求
道
方
針
が
「
何
に
よ
り
も
真
実
を
知
ろ
う

（
６
）

と
す
る
態
度
」
の
現
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
一
切
経
を
読
み
進
む
中
で
『
無
量
義
経
』
の
「
種
種
説
法
以
方
便
力
、
四
十
餘
年
未
曽
顕
実
」

の
文
か
ら
、
さ
ら
に
『
法
華
経
』
の
見
宝
塔
品
の
「
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
能
以
二
平
等
大
慧
教
菩
薩
法
仏
所
護
念
妙
法
華
経
↓
為
二
大
衆
一
説
、

（
７
）

如
是
如
是
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
如
二
所
説
｝
者
皆
是
真
実
。
」
と
の
文
に
よ
り
『
法
華
経
』
を
も
っ
て
「
真
実
開
顕
」
の
経
典
で
あ
る
こ
と
を

悟
り
、
ひ
た
す
ら
こ
の
経
の
信
行
研
鎖
に
従
事
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
十
餘
年
が
間
の
修
学
中
で
は
、
特
に
比
叡
山
横
川
で
の
成
果
が

大
き
く
実
を
結
び
、
「
法
華
最
勝
」
の
自
信
を
強
固
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
横
川
は
山
中
で
も
静
寂
な
山
林
の
深

い
環
境
に
あ
り
、
源
信
・
親
驚
・
道
元
と
い
っ
た
新
仏
教
を
開
い
た
人
々
が
、
い
ず
れ
も
修
学
に
励
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
全
国
か
ら
立
身

出
世
を
願
っ
て
集
ま
っ
て
来
た
僧
侶
が
、
根
本
中
堂
を
初
め
と
す
る
華
や
か
な
舞
台
で
の
遊
学
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
真
実
探
求
の
た

に
従
い
、
更
に
「
依
了
一

な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
二
十
餘
年
間
の
修
学
は
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
ず
蓮
長
法
師
に
対
し
て
最
初
の
困
難
は
、
仏
法

の
正
邪
・
勝
劣
を
正
し
く
指
導
し
て
く
れ
る
師
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
が
た
や
す
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
所
の
寺
々
を
廻
っ
て

み
て
も
八
宗
十
宗
の
人
師
は
、
互
い
に
自
分
の
宗
教
の
教
義
に
拘
泥
し
て
、
広
く
厳
正
な
態
度
で
仏
法
を
究
め
た
人
師
に
め
ぐ
り
合
う
こ

と
は
、
た
や
す
く
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
八
宗
十
宗
の
人
師
よ
り
も
経
典
を
唯
一
の
師
と
仰
ぎ
、
「
依
法
不
依
人
」
の
経
説

に
従
い
、
更
に
「
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
」
の
説
示
に
依
っ
て
、
一
切
経
を
広
く
学
び
理
解
を
深
め
て
行
く
と
い
う
純
粋
な
方
法
し
か

(2）



し
か
も
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
わ
た
っ
て
仏
教
関
係
の
著
名
な
書
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歴
史
や
文
学
に
関
す
る
書
籍

か
ら
、
儒
教
関
係
の
図
書
に
つ
い
て
も
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
眼
を
通
し
、
そ
の
内
容
の
浅
深
を
掘
り
当
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学

の
進
ん
だ
現
代
で
あ
っ
て
も
容
易
な
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
七
五
○
年
も
以
前
に
、
こ
う
し
た
学
問
を
修
め
る
た
め
に
は
、

仏
菩
薩
の
加
護
を
得
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
要
件
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
一
宗
一
派
の
教
義
を
身
に
付
け
る
だ
け
で
も
、

何
年
間
に
渡
り
雁
大
な
資
料
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
若
き
日
の
蓮
長
法
師
の
修
学
は
、
そ
の
後
の
著

述
の
上
か
ら
だ
け
推
し
て
も
、
「
止
暇
断
眠
」
を
実
践
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
故
に
「
仏
法
を
な
ら
ひ
極
め
ん
と

（
８
）

を
も
わ
ば
、
い
と
も
あ
ら
ず
は
叶
ふ
く
か
ら
ず
。
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
で
あ
り
、
こ
の
文
の
実
践
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
然
而
随
分
諸
国
を
修
行
し
て
学
問
し
候
し
ほ
ど
に
我
身
は
不
肖
也
。
人
は
お
し
へ
ず
、
十
宗
の
元
起
勝
劣
た
や
す
く
わ
き
ま
へ
が

た
き
と
こ
ろ
に
、
た
ま
ノ
、
仏
菩
薩
に
祈
請
し
て
、
一
切
経
論
を
勘
へ
て
十
宗
に
合
わ
せ
た
る
に
、
（
乃
至
）
如
是
仏
法
の
邪
正
乱

れ
し
か
ば
王
法
も
漸
く
尽
き
ぬ
。
結
句
は
此
の
国
他
国
に
や
ぶ
ら
れ
て
亡
国
と
な
る
べ
き
な
り
。
此
事
日
蓮
濁
り
勘
へ
知
れ
る
故
に
、

（
９
）

仏
法
の
た
め
王
法
の
為
、
諸
経
の
要
文
を
集
め
て
一
巻
の
書
を
造
る
。
」

此
の
文
に
見
え
る
「
人
は
お
し
へ
ず
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
周
囲
の
人
々
は
仏
法
の
勝
劣
浅
深
に
つ
い
て
、
「
わ
き
ま
へ
が
た
き
」

者
達
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
自
ら
探
求
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
寺
と
は
な
づ
け
て
候
へ
ど
も
修
学
の
人

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

見
る
と
、
一

え
ら
れ
る
。

め
の
勉
学
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
法
華
三
大
部
」
を
始
め
と
す
る
諸
経
の
研
鋼
は
文
字
通
り
「
止
暇
断
眠
」
の
日
常
で
あ
っ
た
ろ
う

と
推
察
し
う
る
。
事
実
、
後
年
著
作
し
た
開
・
本
両
抄
を
初
め
と
す
る
祖
書
の
五
大
部
だ
け
で
も
、
そ
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
経
論
を

見
る
と
、
そ
の
量
は
尋
常
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
修
学
期
間
中
に
読
破
し
た
数
は
、
、
ま
さ
に
万
巻
の
書
籍
に
及
ん
で
い
た
と
考

(3）



そ
こ
で
「
一
切
経
の
勝
劣
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
蓮
長
法
師
に
と
っ
て
は
並
大
抵
の
苦
行
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
報

（
吃
）

恩
抄
』
に
そ
の
折
り
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
前
記
の
「
一
代
聖
教
を
さ
と
る
べ
き
明
鏡
十
あ
り
。
」
と
し
て
、
倶
舎
・

成
実
・
律
・
法
相
・
三
論
・
真
言
・
華
厳
・
浄
土
・
禅
・
天
台
法
華
の
十
宗
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
中
の
小
乗
の
三
宗
は
別
と
し
て
、
大

乗
の
七
宗
に
つ
き
究
明
を
進
め
て
い
る
。
即
ち
当
時
の
人
師
に
よ
る
と
、
一
切
経
の
中
で
は
華
厳
経
第
一
な
り
と
い
う
人
、
梧
伽
経
第
一

と
い
う
人
等
、
各
自
に
最
勝
を
唱
え
て
譲
ら
ず
、
一
国
に
王
が
何
人
も
い
る
の
と
同
様
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
い
か
ん
が
せ
ん
と

疑
ふ
と
こ
ろ
に
、
一
の
願
を
立
つ
。
我
れ
八
宗
十
宗
に
随
わ
じ
。
天
台
大
師
の
専
ら
経
文
を
師
と
し
て
一
代
の
勝
劣
を
か
ん
が
へ
し
ご
と

（
咽
）

く
、
一
切
経
を
開
き
み
る
」
と
あ
る
如
く
、
十
宗
の
所
説
よ
り
も
経
典
へ
の
直
参
を
発
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
人
師
論
師
の
説
に
抱
泥
せ

ず
に
ひ
た
す
ら
了
義
経
の
法
に
依
っ
て
、
真
実
を
究
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は

「
法
華
経
の
法
師
品
に
釈
迦
如
来
金
口
の
誠
言
を
も
て
五
十
餘
年
の
一
切
経
の
勝
劣
を
定
め
て
云
く
、
我
所
説
の
経
典
は
無
壁
千
万
億

（
Ｍ
）

に
し
て
巳
に
説
き
今
説
き
當
に
説
ん
、
而
も
其
中
に
於
て
此
の
法
華
経
は
是
れ
難
信
難
解
な
り
。
」

と
見
え
る
如
く
、
巳
今
当
の
三
説
超
過
を
も
っ
て
法
華
経
の
最
勝
た
る
こ
と
を
開
悟
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
『
開
目
抄
』
に
よ
れ

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

（
皿
）

な
し
。
」
と
あ
る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
真
実
を
知
る
に
は
ど
う
し
て
も
「
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
え
」
ル

ヘ
の
祈
請
に
よ
っ
て
学
力
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
八
宗
十
宗
を
究
明
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
皿
）

て
、
「
一
切
経
を
見
候
し
か
ば
八
宗
竝
に
一
切
経
の
勝
劣
粗
是
を
知
り
ぬ
。
」
と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
し

の
情
熱
が
窺
え
る
と
い
え
よ
う
。

（
皿
）

「
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
え
」
と

二
、
立
教
ま
で
の
決
意

い
う
立
願
と
、
仏
菩
薩

た
め
の
要
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
仏
菩
薩
の
加
護
に
よ
っ

と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
求
道

(4）



こ
う
し
て
法
華
経
の
最
勝
た
る
こ
と
を
悟
り
、
真
に
自
信
を
深
い
も
の
と
さ
れ
た
蓮
長
法
師
は
、
こ
の
事
実
を
知
り
得
た
者
は
他
に
は

い
ず
、
「
濁
り
勘
へ
知
れ
る
者
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
初
の
疑
問
が
解
決
し
た
こ
と
は
大
い
な
る
悦
び
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ

の
こ
と
は
重
大
な
使
命
と
決
意
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
二
人
知
り
得
た
事
」
と
し
て
、
個
人
の
問
題
の
み

に
と
ど
め
て
置
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
仏
の
真
意
と
法
の
正
邪
を
判
定
し
、
そ
の
確
信
を
持
っ
た
以
上
、
こ
れ
を
秘
密
に
し
て
自
身

の
み
の
法
門
と
し
、
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
意
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
知
り
得
た
事
」
の
法
悦
よ

り
も
、
こ
れ
よ
り
「
知
り
え
た
者
」
と
し
て
如
何
に
自
身
が
生
き
て
行
く
べ
き
か
の
「
在
り
方
」
を
考
え
た
時
、
そ
の
こ
と
の
方
が
遥
か

に
大
問
題
と
し
て
、
重
圧
感
を
与
え
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
ノ

ル

「
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
、
但
日
蓮
一
人
な
り
。
こ
れ
を
一
言
も
申
し
出
す
な
ら
ば
父
母
・
兄
弟
・
師
匠
国
主
王
難
必
来
く
し
。
い

セ

わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り
と
思
惟
す
る
に
、
法
華
経
・
浬
梁
経
等
に
此
二
辺
を
合
見
る
に
、
い
わ
ず
ば
今
生
は
事
な
く
と
も
、
後

（
脇
）

生
は
必
無
間
地
獄
に
堕
つ
く
し
。
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
知
ぬ
。
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
。
」

と
見
え
る
如
く
、
「
い
う
べ
き
か
」
又
は
こ
の
ま
ま
「
い
わ
ず
に
す
ご
す
べ
き
か
」
の
二
辺
に
つ
い
て
、
深
く
心
中
の
奥
に
於
て
決
断
を

検
討
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
言
で
も
い
い
出
す
な
ら
ば
自
身
は
も
ち
ろ
ん
両
親
兄
弟
師
匠
等
の
系
類
す
べ
て
に
迫
害

の
加
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
正
法
を
弘
め
る
こ
と
を
妨
害
す
る
業
障
・
煩
悩
障
・
異
熟
障
と
い
っ
た
重
大
な
障
害
が
生
じ
、
更
に
煩
悩

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

（
巧
》

ば
「
但
法
華
経
計
り
教
主
釈
尊
の
正
言
也
。
」
と
い
う
結
論
に
到
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
法
華
経
』
は
諸
経
に
お
い
て
未
顕
で

あ
っ
た
三
乗
作
仏
」
と
、
「
久
遠
実
成
」
の
二
大
法
門
が
説
か
れ
、
さ
ら
に
十
界
皆
成
の
た
め
の
最
も
重
要
な
法
門
た
る
。
念
三
千

の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
に
し
づ
め
た
り
。
」
と
あ
っ
て
、
文
底
秘
沈
の
法
門
が
寿
量
品
の
中
に
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
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日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

魔
・
陰
魔
・
死
魔
・
天
魔
と
い
っ
た
四
魔
が
次
々
と
生
起
し
、
そ
の
人
を
苦
境
に
お
と
し
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
法
難
を
恐
れ

て
い
わ
ず
に
お
れ
ば
、
経
文
に
よ
る
と
今
生
に
は
何
事
も
起
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
後
生
に
於
て
必
ず
無
間
地
獄
へ
堕
ち
て
、
永
く
苦

し
み
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
知
り
な
が
ら
い
わ
ず
に
い
る
こ
と
は
仏
の
教
え
に
背
く
こ
と
で
あ
り
慈
悲
の
な
い
行
為
で
あ
っ

て
、
仏
弟
子
た
る
者
の
最
も
つ
つ
し
む
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
全
く
も
っ
て
進
退
の
極
ま
っ
た
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
葛
藤
を
へ
て
自
問
自
答
の
す
え
に
、
「
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
。
」
と
い
う
決
断
に
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
至

る
ま
で
の
苦
悩
は
想
像
に
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
『
開
目
抄
』
の
文
上
で
は
簡
単
に
「
い
う
べ
し
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
文
底
に
こ
め
ら
れ
た
仏
使
と
し
て
の
決
意
は
、
ま
さ
に
身
命
を
惜
し
ま
ぬ
も
の
、
迫
害
を
覚
悟
し
て
の
一
大
決
心
が
あ
っ
た
上
で
の

表
明
で
あ
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
学
解
の
上
で
法
門
を
理
解
し
た
と
い
う
の
み
で
な
く
、
こ
の
決
意
に
は
身
命
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
観
念
的
な
理
解
で
は
な
く
現
実
に
身
命
に
当
っ
て
の
大
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
し
も
「
い
う
べ
し
」
の
決
意
が
途
中
で

法
難
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
挫
け
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
仏
使
と
し
て
の
使
命
は
果
た
せ
な
く
な
り
、
法
門
に
傷
を
つ

け
た
こ
と
に
な
る
と
同
時
に
、
わ
が
身
の
名
折
れ
と
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
最
初
か
ら
い
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
こ
と
に

も
な
る
。
「
い
う
べ
し
」
と
決
意
し
た
以
上
は
ど
ん
な
困
難
が
あ
っ
て
も
、
や
り
通
す
覚
悟
が
で
き
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

た
。
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
生
命
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
容
易
な
こ
と
で
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
三
類
の
強
敵

が
必
ず
出
現
し
て
、
一
命
に
及
ぶ
よ
う
な
迫
害
が
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と
が
、
経
文
に
よ
る
と
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
ら
、
普
通

の
覚
悟
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
Ｗ
）

（
肥
）

文
字
通
り
に
「
我
不
受
身
命
但
惜
無
上
道
」
と
い
う
忍
辱
の
精
神
と
、
「
一
心
欲
見
仏
不
自
惜
身
命
」
と
い
う
信
行
と
に
徹
し
た

生
き
方
を
選
び
、
仏
使
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
道
を
歩
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
実
践
す
る
こ
と
、
経
文
を
色
読
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す
る
こ
と
に
中
心
を
置
い
た
行
き
方
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
大
き
な
独
自
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
立
教
開
宗
に
至
る
直
前
の
心
境
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
く
、
思
想
信
仰
の
上
か
ら
も
実
際
に
生
き
て
行
く
実
生
活
上
の
身
体

的
立
場
か
ら
も
、
大
き
な
決
断
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ま
た
法
華
経
所
説
の
「
法
華
最
勝
」

の
教
学
上
に
お
け
る
根
拠
と
、
同
時
に
弘
教
の
法
師
に
対
す
る
守
護
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
法
華
最
勝

た
る
こ
と
は
先
ず
、
前
述
の
如
く
開
経
の
無
量
義
経
説
法
品
に
、
「
四
十
餘
年
未
顕
真
実
」
と
あ
り
、
見
宝
塔
品
で
「
如
所
説
者
皆
是
真

実
」
と
多
宝
如
来
の
証
明
が
あ
り
、
更
に
法
師
品
で
は
、

（
胸
）

「
我
所
説
経
典
無
量
千
万
億
巳
説
今
説
当
説
而
於
其
中
此
法
華
経
最
為
難
信
難
解
薬
王
此
経
是
諸
仏
秘
要
之
蔵
」

と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
難
信
難
解
に
し
て
秘
要
の
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
開
顕
の
経
典
で
あ
り
最
勝
の
法
門
が
説
か
れ
た
経
典

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
故
に
薬
王
品
で
は
「
此
経
亦
復
如
是
於
一
切
諸
経
法
中
最
為
第
二
如
仏
為
諸
法
王
此
経
亦
復
是

（
鋤
）

如
諸
経
中
王
。
」
と
あ
っ
て
一
切
諸
経
中
の
最
為
第
一
で
あ
り
諸
経
中
の
王
た
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
一
切
衆
生
を

（
副
）

能
く
救
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
「
悉
皆
成
仏
」
の
経
典
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
方
便
品
で
は
「
最
妙
第
一
法
」
と
あ
り
、
讐
職
品
で
は

（
狸
）

「
最
尊
無
有
上
」
と
も
説
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
法
華
最
勝
た
る
こ
と
は
各
経
文
に
明
確
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
蓮
長
法
師
の

法
華
経
を
最
上
と
し
て
立
教
す
る
こ
と
の
確
信
は
充
分
に
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

『
開
目
抄
』
で
は
前
述
の
如
く
法
華
の
二
大
法
門
た
る
記
小
と
久
成
を
も
っ
て
、
他
経
に
は
見
ら
れ
な
い
秀
れ
た
法
門
た
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
諸
点
か
ら
法
華
経
に
よ
る
立
教
が
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）
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次
に
法
華
経
で
は
前
述
の
如
く
、
此
の
経
を
弘
め
る
人
師
は
必
ず
強
敵
に
会
っ
て
、
時
に
一
命
に
及
ぶ
よ
う
な
迫
害
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
勧
持
品
二
十
行
の
偶
文
等
で
明
ら
か
で
あ
る
。
法
師
品
で
は
「
而
此
経
者
如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度

《
通
）

後
」
と
あ
り
、
滅
後
末
法
の
弘
経
者
は
必
ず
怨
嫉
多
き
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
仏

は
此
の
経
を
弘
め
る
人
師
に
対
し
「
化
人
」
を
遣
わ
し
て
、
聴
法
の
衆
を
集
め
信
受
し
随
順
せ
し
め
る
こ
と
も
同
時
に
説
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
法
師
品
に
よ
る
と
も
し
も
説
法
者
が
「
若
於
此
経
忘
失
句
逗
我
還
為
説
令
得
具
足
。
」
と
あ
り
、
説
法
者
を
保
護
し
補
佐
し

て
弘
経
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
を
な
す
旨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
若
我
滅
度
後
能
説
此
経
者
我
遣
化
四
衆
比
丘
比
丘
尼
及
清
信
士
女
供
養
於
法
師
引
導
諸
衆
生
集
之
令
聴
法

《
別
）

若
人
欲
加
悪
刀
杖
及
瓦
石
則
遣
変
化
人
為
之
作
衛
護
」

強
敵
が
現
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
則
遣
変
化
人
に
よ
っ
て
為
之
作
衛
護
と
い
う
こ
と
も
ま
た
必
ず
あ
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、

此
の
経
を
弘
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
此
の
上
な
い
有
力
な
守
護
の
経
文
と
し
て
、
最
も
頼
り
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
師
功
徳

品
で
は
此
の
経
を
受
持
し
読
諦
し
解
説
書
写
し
て
、
広
く
説
く
者
は
六
根
清
浄
と
な
り
、
聞
く
者
は
皆
歓
喜
し
諸
の
測
り
知
れ
な
い
供
養

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

（
鋸
）

「
諸
仏
及
弟
子
聞
二
其
説
法
音
一
常
念
而
守
護
或
時
為
現
し
身
」

こ
の
経
文
の
「
常
に
念
じ
て
守
護
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
諸
仏
が
そ
の
弟
子
ら
と
共
に
説
法
者
を
常
に
念
じ
て
い
て
く
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
守
護
も
ま
た
篤
く
偉
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
薬
王
品
で
も
法
華
経
を
他
人
の
た
め
に
説
く
者
に

三
、
受
持
者
守
護

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
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（
妬
）

つ
い
て
は
、
「
所
し
得
福
徳
無
量
無
辺
火
不
似
能
レ
焼
水
不
し
能
し
漂
」
と
あ
り
、
「
諸
餘
怨
敵
皆
悉
擢
滅
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
説
法
者
が
こ
の
よ
う
に
仏
に
よ
っ
て
加
護
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
法
師
に
と
っ
て
「
経
文
に
身
を
ま
か
す
こ
と
」
が
で
き

る
決
心
を
つ
け
る
上
で
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
人
に
依
ら
ず
、
法
に
依
る
」
と
い
う
基
本

か
ら
考
え
て
も
、
こ
う
し
た
経
文
が
法
師
の
上
に
多
大
の
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
当
然
考
慮
さ
れ
て
く
る
も
の
と
い
え
る
。
「
百
千

諸
仏
以
神
通
力
共
守
護
汝
」
と
い
う
経
文
は
、
ま
さ
し
く
説
法
者
を
百
千
も
の
諸
仏
菩
薩
が
汝
（
他
人
の
た
め
に
説
け
る
者
）
を
守
護

す
る
と
い
う
証
文
で
あ
り
、
仏
使
と
し
て
此
の
経
を
弘
め
る
こ
と
を
決
心
し
た
行
者
に
と
っ
て
は
、
忘
失
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と

「
我
滅
度
後
後
五
百
歳
中
広
宣
流
布
於
閻
浮
提
無
令
断
絶
悪
魔
魔
民
諸
天
龍
夜
叉
鳩
梁
茶
等
得
其
便
也
。
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
末
法
に
広
宣
流
布
し
て
断
絶
せ
ず
に
諸
の
悪
魔
が
襲
撃
の
機
会
を
得
ず
、
布
教
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

と
言
う
経
文
か
ら
推
し
て
も
、
行
者
即
ち
布
教
者
の
守
護
が
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
妙
音
品
で
は
三
十
四
身
に
姿
を
現
し
て
衆
生
の
た
め
に
法
を
説
き
救
済
活
動
を
展
開
す
る
妙
音
菩
薩
の
こ
と
が
説
か
れ
、
「
是

（
訂
）

妙
音
菩
薩
能
救
謹
娑
婆
世
界
諸
衆
生
者
。
」
と
あ
る
の
で
、
娑
婆
の
衆
生
が
此
の
菩
薩
に
よ
っ
て
救
謹
さ
れ
饒
益
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
三
十
四
身
の
中
に
は
梵
天
・
帝
釈
・
毘
沙
門
天
・
天
輪
聖
王
と
い
っ
た
守
護
の
諸
天
を
代
表
す
る
諸
神
を
始
め
と
し
て
、

天
・
龍
・
夜
叉
等
に
も
身
を
変
じ
て
守
護
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
か
ら
す
る
と
妙
音
菩
薩
の
守
護
だ
け
で
も
偉
大

な
力
と
な
っ
て
、
諸
天
善
神
の
加
讃
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．

ま
た
次
の
普
門
品
を
見
る
と
、
周
知
の
如
く
観
世
音
菩
薩
が
こ
れ
ま
た
三
十
三
身
に
変
現
し
て
守
護
を
な
す
こ
と
が
説
か
れ
る
。

（
鱒
）

「
或
遭
王
難
苦
臨
刑
欲
寿
終
念
彼
観
音
力
刀
尋
段
段
壊
」

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

い
え
る
。
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法
華
経
受
持
者
に
対
し
、
我
は
ま
さ
に
守
護
し
て
衰
患
を
除
き
、
安
穏
を
得
せ
し
む
る
と
い
う
誓
約
を
立
て
、
悪
魔
等
が
出
現
し
た
場
合

は
、
「
六
牙
の
白
象
王
」
に
乗
り
、
「
而
自
現
身
供
養
守
護
安
慰
其
心
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
も
し
受
持
者
が
一
句
一
偶
で
あ
っ
て
も

法
師
に
危
害
を
加
え
た
者
の
受
け
る
罪
に
つ
い
て
、
「
頭
破
作
七
分
」
と
い
っ
た
具
体
例
を
あ
げ
て
狭
を
受
け
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

点
、
特
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
師
を
守
る
の
み
な
ら
ず
危
害
を
加
え
た
相
手
を
懲
ら
し
め
制
裁
を
与
え
る
と
い
う
積
極
的
な

行
動
に
出
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
を
り
、
法
師
の
守
護
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
法
師
の
存
在
を
重
く
視
て
い
る
こ
と
に
な

こ
れ
ら
の
文
が
示
す
ご
と
く
、
大
き
な
危
険
に
曝
さ
れ
た
と
き
、
兇
悪
な
敵
を
直
ち
に
退
散
さ
せ
る
働
き
を
持
ち
、
守
讃
を
現
す
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
次
の
陀
羅
尼
品
に
お
い
て
は
、
法
華
経
の
一
四
句
偶
で
あ
っ
て
も
受
持
し
読
調
し
て
説
の
如
く
修
行
す
る
者
の

功
徳
は
甚
大
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
あ
と
、
薬
王
菩
薩
が
仏
に
対
し
て
「
我
今
当
与
説
法
者
陀
羅
尼
呪
以
守
護
之
」
と
述
べ
て
い
る
。

説
法
者
即
ち
法
師
を
防
衛
し
庇
護
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
を
り
、
続
い
て
勇
施
菩
薩
・
毘
沙
門
天
王
・
持
国
天
王
等
か
ら
十
羅
刹
女
・
鬼

子
母
神
に
至
る
ま
で
、
皆
法
師
を
擁
護
す
る
こ
と
が
誓
約
さ
れ
て
い
る
。

「
若
不
レ
順
二
我
呪
偶
二
乱
説
法
者
↓
頭
破
作
二
七
分
一
如
二
阿
梨
樹
枝
↓
（
乃
至
）
調
達
破
僧
罪
犯
二
此
法
師
↓
者
当
レ
猿
二
如
し
是

る
。

か
く
し
て
最
後
の
勧
発
品
で
は
普
賢
菩
薩
が
仏
に
対
し
て
、
次
の
如
く
誓
言
を
な
し
て
い
る
。

「
世
尊
、
於
二
後
五
百
歳
濁
悪
世
中
一
、
其
有
下
受
二
持
是
経
典
上
我
当
守
護
除
二
其
衰
患
一
念
得
二
安
穏
ゞ
使
レ
無
中
伺
求
得
二
其
便
一

「
世
尊
、

「
応
時
得
消
散
」
「
衆
怨
悉
退
散
」

（
鋤
）

者
上
。
」

狭罰
一

○

ｰ

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
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忘
失
し
た
場
合
は
、
「
我
当
教
之
與
共
読
調
還
令
通
利
」
と
守
護
の
上
に
さ
ら
に
教
導
す
る
こ
と
も
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
受
持
者
を
危
害
か
ら
守
り
安
穏
な
ら
し
め
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
受
持
者
が
布
教
す
る
際
に
、
万
一
経
文
を
忘

失
し
た
場
合
、
進
ん
で
教
導
し
支
援
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
此
の
経
の
弘
布
が
い
か
に
重
大
な
こ
と
で
あ
っ
た

か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
．
し
た
が
っ
て
経
文
に
は
、

「
於
如
来
滅
後
閻
浮
提
内
広
令
流
布
使
不
断
絶
」

と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
仏
は
普
賢
に
対
し
て
此
の
経
を
受
持
し
修
習
書
写
す
る
者
あ
ら
ば
、
こ
の
人
は
ま
さ
に
仏
を
見
て
、
仏
の
口
よ
り

経
を
聞
き
、
仏
を
供
養
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
の
手
で
頭
を
摩
で
ら
れ
る
こ
と
を
え
、
仏
の
衣
で
覆
わ
れ
る
こ
と
を
う
る
と
も
説
か
れ
て

い
る
。
か
く
し
て
此
の
経
を
受
持
す
る
者
を
見
た
ら
、
ま
さ
に
起
ち
て
遠
く
よ
り
迎
え
、
仏
を
敬
う
が
如
く
に
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、

受
持
者
を
し
て
最
大
限
の
待
遇
を
も
っ
て
敬
意
を
表
し
、
恭
々
し
く
接
す
べ
き
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
文
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
受
持
者
・
経
を
弘
め
る
法
師
は
、
勧
持
品
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
如
く
、
悪

魔
・
強
敵
に
よ
り
身
命
に
及
ぶ
程
の
迫
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
危
害
は
肉
親
一
族
に
ま
で
波
及
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
と

説
か
れ
て
い
る
が
、
ま
た
そ
の
反
面
で
如
上
の
経
文
の
如
く
、
諸
天
善
神
を
始
め
仏
・
菩
薩
が
こ
の
法
師
・
行
者
．
受
持
者
を
必
ず
守
護

し
、
仏
と
等
し
く
供
養
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
経
の
中
で
受
持
者
・
行
者
に
対
し
、
迫
害
が
強
敵
よ
り
加
え
ら
れ
る
と
説
き
つ
つ
、
又
そ
の
受
持
者
は
諸
天
等
守
護
の
善
神
か
ら
加

護
を
こ
う
む
る
と
い
う
全
く
相
い
反
し
た
説
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
矛
盾
し
た
経
典
と
受
け
と
め
ら
れ
よ
う
が
、
正
法
を
弘

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）
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日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

め
る
者
は
釈
尊
で
さ
え
も
九
横
の
大
難
に
会
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
世
の
中
は
常
に
正
邪
の
争

い
は
間
断
な
く
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
類
に
と
っ
て
の
悲
し
い
現
実
で
あ
り
、
苦
の
娑
婆
の
一
面
を
表
し
て
い
る
と
い
え

る
。
法
華
経
で
は
こ
う
し
た
現
実
を
よ
く
と
ら
え
、
迫
害
は
さ
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
説
く
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ
そ
諸
天
の
守
護
も
必
要

で
あ
り
、
行
者
へ
の
支
援
も
約
束
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
法
華
経
が
釈
尊
出
世
の
本
懐
で
あ
り
、
真
実
開
顕
の
最
勝
正
法
た
る
こ
と
を
知
っ
て
し
か
も
申
さ
ず
に
い
た
ら
、
教
主
釈

尊
の
大
怨
敵
と
な
り
後
生
は
無
間
大
城
に
落
ち
て
出
る
期
の
な
い
こ
と
を
知
っ
た
蓮
長
法
師
は
、
国
主
の
王
難
を
始
め
諸
難
を
恐
れ
ず
に

仏
使
と
し
て
の
道
を
選
ぶ
決
意
に
到
達
し
た
の
で
あ
り
、
立
教
の
基
本
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
三
沢
抄
』
に
よ
る
と
、

「
た
と
ひ
明
師
竝
に
実
経
に
値
ひ
奉
り
て
正
法
を
得
た
る
人
な
れ
ど
も
、
生
死
を
い
で
仏
に
な
ら
む
と
す
る
時
に
は
、
か
な
ら
ず
影
の

（
狐
）

身
に
そ
う
が
ご
と
く
、
雨
に
雲
の
あ
る
が
ご
と
く
三
障
四
魔
と
申
し
て
七
の
大
事
出
現
す
。
」

と
あ
り
第
六
天
の
魔
王
が
種
々
の
大
難
を
生
起
さ
せ
、
行
者
を
苦
し
め
る
こ
と
が
説
か
れ
、
「
今
度
い
か
な
る
大
難
に
も
退
せ
ぬ
心
な
ら

（
蛇
》

ば
申
し
出
た
す
く
し
と
て
申
し
出
し
候
し
か
ば
、
経
文
に
た
が
わ
ず
此
の
度
々
の
大
難
に
あ
い
て
候
し
ぞ
か
し
。
」
と
あ
る
如
く
で
あ
り
、

「
い
か
な
る
大
難
に
も
こ
ら
へ
て
ん
」
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
申
し
い
だ
す
」
こ
と
、
即
ち
立
教
に
よ
る
受
難
の
覚
悟
は

尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
こ
と
が
わ
か
る
。
『
種
種
物
御
消
息
』
に
は
「
此
法
門
は
当
世
日
本
国
に
一
人
も
知
り
て
侯
人
な
し
。
た
だ
日

（
調
）

蓮
一
人
計
り
に
て
候
へ
ば
、
此
を
申
さ
ず
ば
日
蓮
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
う
か
ぶ
期
な
か
る
く
し
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
申
せ
ば
か
た
き

雨
の
ご
と
し
風
の
如
し
、
む
ほ
ん
の
も
の
の
ご
と
し
。
」
と
も
あ
る
。
当
時
、
謀
反
は
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
如
何
に
法
敵
が

強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
申
せ
ば
」
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
法
華
経
真
実
最
勝
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
よ
」
と
い
う
破
邪
で
あ
り
、
「
速
に
実
乘
の
壱
善
に
帰
せ
よ
」
と
い
う
顕
正
の
行
動
を
と
も
な
う
も

(12）



の
で
あ
り
、
こ
こ
に
立
教
が
実
施
さ
れ
弘
経
活
動
の
原
点
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
日
蓮
一
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
孤
独
の
出
発
で
あ
り
、
「
唯
我
一
人
能
為
救
讃
」
の
仏
意
に
通
ず
る
心
境
で
も
あ
っ
た
ろ
う
と

推
察
し
う
る
。
安
易
な
ら
ざ
る
決
意
が
こ
の
言
葉
の
中
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
同
志
を
募
っ
て
旗
あ
げ
を
す
る

と
い
う
こ
と
と
は
全
く
異
な
り
、
万
一
の
場
合
は
日
本
中
が
敵
と
な
っ
て
襲
い
掛
か
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
身
命
を
惜
し
ん
で

い
て
は
で
き
な
い
立
教
で
あ
っ
た
。
「
身
軽
法
重
」
の
精
神
で
一
貫
さ
れ
た
門
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
報
恩
抄
』
に
よ
れ
ば
、

（
猟
）

迫
害
を
恐
れ
て
申
さ
ず
ば
仏
勅
に
そ
む
く
者
と
な
り
、
申
せ
ば
法
難
お
そ
る
し
と
い
う
こ
と
で
、
「
進
退
此
に
谷
り
」
と
率
直
に
心
情
を

吐
露
さ
れ
て
い
る
。
決
断
さ
れ
る
ま
で
の
心
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
直
線
に
曲
折
な
く
立

教
へ
進
ま
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
段
階
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
敢
え
て
「
申
す
こ
と
」
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
仏
弟
子
と
し
て
仏
恩
に
報
ず
る
た
め
で

あ
っ
た
。
『
一
谷
入
道
御
書
』
に
よ
れ
ば
、

「
但
日
蓮
一
人
計
り
此
の
事
を
知
り
ぬ
。
命
を
惜
て
云
は
ず
ば
国
恩
を
報
ぜ
ぬ
上
、
教
主
釈
尊
の
怨
敵
と
な
る
べ
し
。
是
を
恐
れ
ず
し

て
有
の
ま
ま
に
申
す
な
ら
ば
死
罪
と
な
る
べ
し
。
設
ひ
死
罪
は
免
る
と
も
流
罪
は
疑
ひ
な
か
る
べ
し
と
は
兼
ね
て
知
て
あ
り
し
か
ど

（
弱
）

も
、
仏
恩
重
き
が
故
に
人
を
は
ば
か
ら
ず
申
し
ぬ
。
」

と
あ
る
如
く
、
先
ず
㈲
教
主
釈
尊
の
御
敵
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
口
仏
恩
の
重
き
を
感
じ
て
、
「
は
ば
か
ら
ず
申
し
ぬ
」
と
い
う
結
論
に

な
っ
た
。
Ｈ
と
口
は
表
裏
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
仏
敵
と
な
る
こ
と
を
最
も
恐
れ
る
と
同
時
に
、
仏
恩
の
重
き
を
痛
感
し
て
、

死
罪
流
罪
を
覚
悟
の
上
で
「
は
ば
か
ら
ず
申
し
ぬ
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
蓮
長
法
師
に
と
っ
て
教
主
釈
尊
は
主
・
師
・
親
の

三
徳
を
兼
備
し
た
一
切
衆
生
の
等
し
く
尊
敬
す
べ
き
最
上
の
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
御
書
は
建
治
元
年
五
月
身
延
山
で
の
著
作

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）
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か
く
し
て
蓮
長
法
師
は
、
幼
少
の
年
よ
り
三
十
二
歳
に
至
る
ま
で
各
地
を
め
ぐ
り
、
厳
し
い
修
学
の
結
果
、
如
上
の
結
論
を
得
て
、
立

教
開
宗
へ
大
き
く
前
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。
上
来
所
説
の
如
く
立
教
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
身
命
を
懸
け
、
心
血
を
注
い
で
の
求
法
修
行

の
た
め
、
文
字
通
り
止
暇
断
眠
の
歳
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
推
察
す
る
と
き
、
単
な
る
思
い
つ
き
や
安
易
な
心
持
で
立
教
に
望
ま
れ

た
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
明
白
と
な
っ
て
く
る
。
教
学
上
か
ら
も
自
身
の
純
粋
な
宗
教
的
立
場
か
ら
も
、
敢
え
て
最

大
の
困
難
を
覚
悟
し
つ
つ
、
一
方
で
は
守
護
の
諸
天
善
神
の
加
護
を
祈
念
し
つ
つ
、
仏
使
と
し
て
の
使
命
達
成
の
た
め
、
一
身
を
な
げ
う
っ

て
の
立
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て

で
あ
る
が
、
立
教
開
宗
の
直
前
ま
で
に
こ
う
し
た
趣
旨
を
充
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
後
年
身
延
の
山
か
ら
往
時
の
こ
と
を

回
想
し
て
、
右
の
よ
う
な
著
作
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

尚
、
『
弥
三
郎
殿
御
返
事
』
に
も
同
様
の
文
が
見
ら
れ
、
『
頼
基
陳
情
』
で
は
浬
藥
経
の
文
『
若
善
比
丘
壊
法
者
当
知
是
人
仏
法
中
怨
』

（
釘
）

の
引
用
を
し
て
、
「
あ
へ
て
を
こ
た
る
事
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
法
中
怨
の
責
め
苦
を
の
が
れ
る
た
め
と
、
重
き
仏
恩
に

報
い
る
が
た
め
に
、
怠
る
こ
と
な
く
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
同
様
の
文
は
『
高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
に
も
あ
り
、
「
い
か
ん
が
せ

勢
）

ん
と
を
も
ひ
し
か
ど
も
、
を
も
ひ
切
っ
て
申
し
出
し
ぬ
。
（
乃
至
）
日
蓮
が
法
華
経
の
行
者
な
る
事
も
疑
は
ず
。
」
と
あ
る
。
こ
の
文
も
又

蓮
長
時
代
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
の
、
立
教
直
前
に
お
け
る
心
境
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
行
者
た
る
こ
と
を
疑
は
ず
と
い
う

の
は
、
日
蓮
と
名
乗
ら
れ
て
か
ら
の
法
難
経
験
後
に
お
け
る
法
華
経
色
読
の
結
果
、
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
に
『
聖
人
御
難
事
』
の
記
述
の
如
く
、
清
澄
寺
の
諸
仏
坊
持
仏
堂
の
南
面
に
於
て
、
「
此
法
門
申
し
は
じ
め

五
、
む
す
び

(14）



七
五
○
年
を
経
た
今
日
、
蓮
長
か
ら
日
蓮
へ
と
名
乗
ら
れ
た
聖
人
の
立
教
開
宗
と
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
問
い
な
お
し
、

そ
れ
を
現
代
に
活
か
す
こ
と
が
門
下
に
と
っ
て
の
責
務
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
敢
て
開
宗
前
、
蓮
長
法
師
の
時
代
に
ピ
ン
ト
を
あ
て
て
一

（
棚
）

見
し
て
き
た
の
も
、
そ
う
し
た
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
．
開
宗
以
後
の
聖
人
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
人
師
に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
開
宗
に
至
る
ま
で
を
知
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
り
、
聖
人
の
仏
使
と
し
て
の
真
意
を
得
る
上

か
ら
も
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
仏
使
と
し
て
受
難
の
道
を
選
ば
れ
た
真
意
は
、
実
に
立
教
開
宗
の
前
段
階
に
お
い
て
、

悲
壮
な
ま
で
の
決
意
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
一
端
を
究
明
一

め
た
次
第
で
あ
る
。

《
調
）

て
」
と
あ
る
通
り
、
最
初
の
弘
経
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
一
閻
浮
提
の
内
に
仏
の
御
言
を
助
け
た
る
人
但
日
蓮
一
人

な
り
。
」
と
い
う
自
負
を
持
ち
、
末
法
に
仏
出
世
の
本
懐
を
遂
げ
る
べ
く
、
前
述
の
法
難
覚
悟
で
、
諸
天
の
守
護
を
信
じ
つ
つ
仏
使
と
し

（
ぬ
）

て
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
に
至
る
ま
で
の
準
備
段
階
が
如
何
に
重
要
か
つ
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
、

そ
の
一
端
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
改
め
て
立
教
開
宗
の
意
義
を
深
く
厚
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
よ
う
念
じ
つ
つ
執
筆
を
進

へへへへへへへ

654 3 2 1註
一一一一一一. 丘

妙
法
比
丘
尼
御
返
事

報
恩
抄

同浬
薬
経
如
来
性
品

法
華
経
薬
王
品

無
量
義
経
説
法
品

日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

定
遣
一
五
五
三
頁

同
一
一
九
三
頁

同
一
一
九
五
頁

大
正
蔵
十
二
’
四
○
一

同
九
’
五
四

同
九
’
三
八
六
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発羅門音王師 師職便王師量持 衆蔵抄 宝の
品尼品品品功 品品品品品品品 中抄 塔立
品 徳 品教

品 開
一

万冠

を

同同同同同同同同同同大同同大同同同同同同定同定同め
正 正 遺 遺 ぐ
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日
蓮
聖
人
の
立
教
開
宗
を
め
ぐ
っ
て
（
上
田
）

三
沢
抄
定
遺
一
四
四
四
頁

同
同
一
四
四
六
頁

種
種
物
御
消
息
同
一
五
三
○
頁

報
恩
抄
同
二
九
八
頁

一
谷
入
道
御
書
同
九
九
三
頁

弥
三
郎
殿
御
返
事
同
一
三
六
八
頁

頼
基
陳
情
同
一
三
五
一
頁

高
橋
入
道
殿
御
返
事
同
一
○
八
七
頁

聖
人
御
難
事
同
一
六
七
二
頁

拙
著
『
日
蓮
聖
人
の
救
済
観
』
二
四
頁
「
是
聖
房
蓮
長
の
求
道
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

拙
著
『
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
法
華
仏
教
の
展
開
』
二
八
八
頁
「
法
華
経
行
者
値
難
の
意
義
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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