
﹃
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﹄

加

美

甲

多

は
じ
め
に

日
本
の
中
世
に
成
立
し
た
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
は
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
の

説
話
を
伝
え
る
︒
時
を
同
じ
く
し
て
臨
済
禅
の
僧
で
あ
る
無
住
道
暁
一
圓
︵
一

二
二
六
～
一
三
一
二
︶
が
編
纂
し
た
仏
教
説
話
集
﹃
沙
石
集
﹄
に
も
﹁
身
代
り

阿
弥
陀
﹂
の
説
話
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄

﹁
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹂
の
項
に
は
﹁
絵
巻
物
︒
二
巻
︒
紙
本
着
色
︒
鎌
倉
後
期

の
作
︒
詞
書
は
冷
泉
為
相
︑
絵
は
土
佐
光
興
と
伝
え
る
が
確
証
は
な
い
︒
神
奈

川
県
鎌
倉
市
の
光
触
寺
の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
の
霊
験
談
を
描
い
た
も
の
︒
同
寺

蔵
﹂
と
あ
り①
︑
こ
の
絵
巻
が
鎌
倉
後
期
の
成
立
で
あ
れ
ば
﹃
沙
石
集
﹄
の
編
纂

が
始
ま
っ
た
弘
安
二
︵
一
二
七
九
︶
年
か
ら
︑
第
一
段
階
と
し
て
完
成
し
た
と

さ
れ
る
弘
安
六
︵
一
二
八
三
︶
年
︑
さ
ら
に
は
無
住
晩
年
の
自
身
に
よ
る
﹃
沙

石
集
﹄
改
稿
作
業
と
重
な
り
を
見
せ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
松
茂
美
氏
が

次
の
様
に
述
べ
て
い
る②
︒

こ
の
絵
巻
は
二
巻
︒
下
巻
の
巻
末
の
奥
書
に
よ
れ
ば
︑
も
と
法
印
・
権

大
僧
都
請
巌
の
所
持
︒
絵
巻
に
描
く
本
尊
が
︑
い
ま
十
二
所
道
場
︵
光
触

寺
︶
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と
知
り
︑
結
縁
の
た
め
に
文
和
四
年
︿
一
三
五

五
﹀
九
月
下
旬
に
こ
の
絵
巻
を
施
入
し
た
︑
と
︒
絵
は
土
佐
光
興
筆
︑
詞

書
は
冷
泉
為
相
の
筆
と
さ
れ
る
︒
が
︑
こ
れ
は
単
な
る
伝
称

︿
マ
マ
﹀

に
す
ぎ
な
い
︒

画
風
や
詞
書
の
書
風
か
ら
推
し
て
︑
鎌
倉
末
期
︑
十
四
世
紀
初
め
の
遺
品

と
み
ら
れ
る
︒

従
っ
て
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
は
︑﹃
沙
石
集
﹄
成
立
と
ほ
ぼ
同
時
代
︑
も

し
く
は
遅
く
と
も
や
や
後
の
一
三
二
〇
年
頃
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
の
伝
承
自
体
が
こ

の
鎌
倉
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
︑
説

話
や
絵
画
と
い
う
形
で
残
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
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そ
も
そ
も
鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
は
比
企
ヶ
谷や

つ

に

あ
っ
た
岩
蔵
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
霊
験
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
阿
弥

陀
像
が
現
在
の
光こ

う

触そ
く

寺じ

の
本
尊
と
伝
え
ら
れ
︑
俗
に
﹁
頬
焼
阿
弥
陀
﹂
と
呼
ば

れ
る
︒
縁
起
に
よ
れ
ば
︑
建
保
三
︵
一
二
一
五
︶
年
に
下
向
し
た
︑
あ
の
運
慶

が
町
の
局
の
依
頼
に
よ
っ
て
彫
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
︑
絵
巻
物
は
鎌
倉

国
宝
館
︑
本
尊
は
光
触
寺
に
国
の
重
要
文
化
財
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
本
堂
は
今
も
火か

な

印や
き

堂ど
う

と
呼
ば
れ
る
︒
そ
し
て
︑
光
触
寺
は
時
宗
岩
蔵
山
光
触

寺
で
あ
り
︑
創
建
は
弘
安
二
︵
一
二
七
九
︶
年
︑
ま
さ
に
無
住
が
﹃
沙
石
集
﹄

を
起
筆
し
た
年
に
当
た
る
︒
開
山
は
作
阿
上
人
で
︑
創
建
時
に
真
言
宗
か
ら
時

宗
に
改
宗
し
て
い
る
︒
本
尊
は
阿
弥
陀
三
尊
で
あ
り
︑
金
沢
街
道
に
面
し
た
鎌

倉
市

十
じ
ゅ
う

二に

所そ
う

七
九
三
に
あ
る
︒
な
お
︑
光
触
寺
に
は
﹁
塩
嘗
地
蔵
﹂
の
伝
承

も
伝
わ
る
︒
な
お
︑
創
建
や
絵
巻
に
つ
い
て
は
﹃
新
編
鎌
倉
志
﹄
巻
之
二
﹁
光

触
寺
﹂
に
詳
し
い③
︒

一
方
︑﹃
沙
石
集
﹄
は
編
者
で
あ
る
無
住
の
体
験
が
色
濃
く
表
れ
た
説
話
集

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
梶
原
氏
と
い
う
当
時
の
没
落
武
士
の
家
に
生
ま
れ
︑
親
戚

を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
た
幼
少
期
︑
持
病
の
脚
気
に
よ
っ
て
座
禅
が
組
め
ず
に

一
度
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
仏
道
修
行
︑
そ
れ
に
よ
り
律
僧
か
ら
も
禅

僧
か
ら
も
逸
脱
者
と
し
て
見
ら
れ
た
異
端
的
な
宗
教
者
と
し
て
の
立
場
等
︑
苦

難
の
連
続
の
末
に
到
達
し
た
無
住
独
特
の
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
も

ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
消
極
的
な
見
方
だ
け
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
︑
物
事
に
積

極
的
な
無
住
の
姿
も
見
え
て
く
る
︒
時
に
は
鎌
倉
︑
時
に
は
東
国
︑
時
に
は
京
︑

時
に
は
尾
張
で
様
々
な
こ
と
を
学
ん
だ
無
住
は
︑
旺
盛
な
る
探
求
心
の
持
ち
主

で
あ
り
︑
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
宗
派
に
偏
る
こ
と
を
自
ら
が
嫌
い
︑
宗
派
に
こ
だ

わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
の
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
︒
無
住
は
様
々
な

仏
教
の
思
想
や
学
問
を
学
び
︑
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
逸
脱
者
と
い
う
よ

り
も
当
時
の
宗
教
者
た
ち
と
は
極
め
て
異
質
で
独
特
な
︵
地
域
の
仏
教
の
面
影

を
残
す
よ
う
な
︶
宗
教
的
立
場
に
到
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
排
他
的

な
鎌
倉
仏
教
に
お
い
て
他
宗
に
対
し
て
無
住
の
寛
容
な
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
た
点
や
︑
後
世
の
文
学
に
対
す
る
無
住
の
著
作
が
与
え
た
影
響
力
の

大
き
さ
と
い
っ
た
点
で
も
﹃
沙
石
集
﹄
の
意
義
は
大
き
い
︒
そ
し
て
︑
無
住
自

身
の
二
度
の
改
稿
を
始
め
︑
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
︑﹃
沙
石
集
﹄
は
多
く
の

伝
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
﹃
沙
石
集
﹄
諸
本
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
︑
無
住
が
約

三
五
年
の
文
学
活
動
の
中
で
編
纂
し
た
﹃
聖
財
集
﹄
や
﹃
雑
談
集
﹄︑
さ
ら
に

は
後
世
に
無
住
の
遺
志
を
受
け
継
い
で
創
出
さ
れ
た
﹃
沙
石
集
﹄
抜
書
本
等
を

含
め
て
︑
総
合
的
に
﹃
沙
石
集
﹄
を
理
解
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒

本
論
で
は
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら

﹃
沙
石
集
﹄
伝
本
や
﹃
沙
石
集
﹄
の
関
連
本
等
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
契
機
と

し
た
い
︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
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一

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
研
究

こ
こ
で
は
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
や
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒

ま
ず
︑﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
の
成
立
年
代
や
画
風
等
に
つ
い
て
詳
細
に
ご

考
察
さ
れ
た
熊
谷
宣
夫
氏
の
ご
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る④
︒
つ
い
で
詞
書
と
絵
の
両

面
か
ら
詳
細
に
ご
考
察
さ
れ
た
三
山
進
氏
の
ご
論
考
が
あ
り⑤
︑
以
後
の
絵
巻
と

し
て
の
研
究
は
こ
の
お
二
方
の
ご
論
考
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

次
に
岩
橋
春
樹
氏
の
ご
論
考
が
あ
る⑥
︒
岩
橋
氏
は
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と

﹃
沙
石
集
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
周
知
の
如
く
こ
の
身

代
わ
り
説
話
は
︑
無
住
の
﹃
沙
石
集
﹄
に
も
類
話
が
﹁
阿
弥
陀
仏
利
益
の
事
﹂

︵
巻
二
ノ
三
︶
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
下
法
師
万
歳
が
女
童
と
お
き
か
え

ら
れ
る
な
ど
の
小
異
が
あ
る
ほ
か
︑
本
絵
巻
の
上
巻
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
︑
阿
弥

陀
身
代
わ
り
の
物
語
の
み
を
も
っ
て
信
仏
を
説
く
に
と
ど
ま
り
︑
往
生
伝
を
付

し
て
い
な
い
︒
依
拠
す
る
説
話
を
同
じ
く
し
な
が
ら
そ
の
処
理
を
異
に
す
る
理

由
の
一
と
し
て
︑
無
住
が
禅
密
兼
学
の
人
で
︑
念
仏
宗
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た

こ
と
が
あ
り
︑
こ
れ
は
同
書
中
︵
巻
二
ノ
八
等
︶
に
も
そ
の
ふ
し
が
み
え
て
い

る
︒
こ
の
ほ
か
﹃
沙
石
集
﹄
に
比
べ
本
絵
巻
の
記
述
は
詳
細
︑
具
体
的
で
︑
比

企
谷
︑
田
代
︑
田
楽
辻
子
︑
か
め
か
や
︵
亀
谷
︶︑
を
ゝ
い
そ
︵
大
磯
︶︑
し
ぶ

や
︵
相
模
渋
谷
︶
等
の
地
名
ほ
か
︑
人
名
︑
年
号
を
細
か
に
付
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
町
の
局
︑
万
歳
︑
源
二
郎
︑
光
明
坊
な
ど
の
登
場
人
物
名
に
不
特
定
第

三
人
称
性
が
感
じ
ら
れ
︑
地
名
や
年
号
等
︑
本
来
の
伝
説
に
真
実
味
を
付
加
し

よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
わ
れ
ぬ
で
も
な
い
﹂
と
あ
り
︑﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁

起
﹄
と
比
し
て
﹃
沙
石
集
﹄
に
は
往
生
伝
が
な
い
こ
と
や
﹃
沙
石
集
﹄
の
記
述

が
簡
略
︑
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
が
あ
る
︒

ま
た
︑
一
四
巻
本
﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
巻
第
五
の
一
二
﹁
火
印
地
蔵
事
﹂

の
説
話
解
説
に
お
い
て
は
﹁
下
女
働
き
を
す
る
女
性
の
代
わ
り
に
︑
地
蔵
像
が

火
印
を
受
け
る
と
い
う
霊
験
譚
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
持
つ

説
話
と
し
て
は
︑
鎌
倉
光
触
寺
の
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
お
よ
び
﹃
沙
石
集
﹄

︵
梵
舜
本
な
ど
︶
巻
二
︱
三
の
︑
阿
弥
陀
に
関
す
る
も
の
が
著
名
﹂
と
い
う
ご

指
摘
が
見
ら
れ⑦
︑﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
巻
第
五
の
一
二
﹁
火
印
地
蔵
事
﹂
や
︑

巻
第
一
〇
の
一
〇
﹁
下
女
火
印
免
事
﹂
に
限
ら
ず
︑
一
般
的
に
身
代
わ
り
と
な

っ
て
罰
と
し
て
矢
や
刀
剣
を
受
け
る
の
は
地
蔵
菩
薩
の
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ

る
︒
そ
う
い
っ
た
意
味
で
阿
弥
陀
仏
が
身
代
り
と
な
る
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄

は
珍
し
い
︒﹃
沙
石
集
﹄
に
は
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
同
じ
く
︑
阿
弥
陀
仏

が
身
代
り
と
な
る
説
話
が
載
る
︒
こ
こ
か
ら
地
蔵
菩
薩
で
は
な
く
阿
弥
陀
仏
が

身
代
り
と
な
る
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
や
﹃
沙
石
集
﹄
の
特
殊
性
が
う
か
が
え

る
︒こ

の
点
に
関
し
て
は
︑
渡
浩
一
氏
の
ご
論
考
が
あ
る⑧
︒
火
印
︵
頬
焼
︶
地
蔵

譚
に
つ
い
て
﹁
火
印
地
蔵
の
類
話
が
い
ず
れ
も
下
女
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
は

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
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決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
顔
面
へ
の
火
印
と
い
う
要
望
へ

の
致
命
的
な
損
傷
に
関
わ
る
利
益
ゆ
え
︑
女
性
そ
れ
も
若
い
主
人
公
の
方
が
よ

り
相
応
し
く
︑
物
語
と
し
て
の
感
動
も
深
ま
り
︑
そ
の
結
果
地
蔵
の
功
徳
も
よ

り
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
併
せ
︑
主
人
公
は
若
い
下
女
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
の

う
え
で
︑﹁
火
印
の
代
苦
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
物
語
と
し
て
は
﹃
頬
焼
阿

弥
陀
縁
起
﹄
が
有
名
で
あ
る
︒
同
縁
起
で
は
︑
阿
弥
陀
如
来
が
﹁
下
法
師
﹂
に

代
っ
て
火
印
を
受
け
﹁
金
焼
仏
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
火
印
の
代
苦

は
地
蔵
に
特
有
の
利
益
と
は
い
い
難
く
︑
ま
た
︑
女
人
の
み
を
対
象
と
す
る
利

益
と
も
い
い
難
い
︒
し
か
し
︑
類
話
の
多
さ
か
ら
い
っ
て
︑
や
は
り
こ
の
利
益

は
地
蔵
に
特
に
顕
著
な
女
人
救
済
利
益
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
︒
や
は
り
阿
弥
陀
仏
が
火
印
を
受
け
る
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
や
﹃
沙

石
集
﹄
は
特
異
と
言
え
︑
そ
れ
ゆ
え
に
改
め
て
考
察
す
べ
き
対
象
と
な
り
得
る

と
考
え
る
︒

二

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑﹃
続
群
書
類
従
﹄
巻
第
八
〇
四
所
載
の

﹃
光
触
寺
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
お
よ
び
﹃
続
々
絵
巻
大
成
﹄
所
載
の
﹃
頬
焼
阿

弥
陀
縁
起
﹄
詞
書
釈
文
と
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
ノ
三
﹁
弥
陀
ノ
利
益
事
﹂
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い⑨
︒
ま
ず
︑﹃
光
触
寺
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
お
よ
び
﹃
頬
焼

阿
弥
陀
縁
起
﹄
詞
書
の
梗
概
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︵
表
記
は
﹃
光
触
寺
頬
焼

阿
弥
陀
縁
起
﹄
本
文
︶
︒

Ａ

﹁
す
く
る
の
氏
女
町
の
つ
ぼ
ね
﹂
が
三
五
歳
の
折
に
雲
慶
と
対
面
し
︑
四

八
日
で
阿
弥
陀
仏
を
つ
く
ら
せ
る
︒

Ｂ

裕
福
な
局
に
仕
え
る
万ま

ん

歳ぜ
い

法
師
は
念
仏
を
熱
心
に
唱
え
な
が
ら
も
平
然
と

盗
み
や
虚
言
を
行
っ
て
い
た
︒
局
の
怒
り
を
買
っ
た
法
師
は
全
て
の
窃
盗
の

罪
を
着
せ
ら
れ
︑
局
は
自
分
の
留
守
中
に
﹁
く
つ
わ
の
水
つ
き
﹂
を
用
い
て

火
印
を
さ
す
こ
と
を
下
人
に
命
じ
る
︒

Ｃ

何
度
火
印
を
さ
し
て
も
法
師
に
疵
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
局
の
夢
に
現
れ

戒
め
る
阿
弥
陀
仏
︒

Ｄ

阿
弥
陀
仏
の
頬
に
疵
︒
発
露
懺
悔
す
る
局
︒
全
く
疵
の
な
い
法
師
︒

Ｅ

念
仏
の
功
徳
は
愚
人
を
も
救
う
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
た
諸
人
と
局
の

教
説
的
な
自
戒
︒

Ｆ

仏
師
を
招
い
て
仏
の
疵
を
な
お
そ
う
と
す
る
が
︑
二
一
回
試
み
て
も
な
お

ら
ず
︑
仏
師
は
九
日
後
に
頓
死
︒
隠
蔽
は
仏
意
に
背
く
︒

Ｇ

こ
の
阿
弥
陀
を
比
企
ヶ
谷
に
移
し
て
岩
蔵
寺
と
号
し
た
︒
人
々
は
こ
の
寺

を
火
印
堂
と
言
っ
た
︒

Ｈ

念
仏
︵
一
向
専
修
︶
に
よ
る
万
歳
法
師
の
往
生
︑
局
の
往
生
︑
下
人
夫
妻

の
往
生
︑
局
の
娘
の
往
生
︒

次
に
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
ノ
三
﹁
弥
陀
ノ
利
益
事
﹂
の
本
文
を
挙
げ
る
︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
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鎌
倉
ニ
町
ノ
ツ
ホ
ネ
ト
ヤ
ラ
ン
聞
ヘ
シ
徳
人
ア
リ
キ
︑
近
ク
ツ
カ
フ
女

童
︒
シ
カ
ル
ヘ
キ
宿
善
ヤ
ア
リ
ケ
ン
︑
念
仏
ヲ
信
ジ
テ
︑
一
目
ニ
ハ
忍
ヒ

テ
ヒ
ソ
カ
ニ
数
遍
シ
ケ
リ
︑
此
ノ
ア
ル
シ
ハ
︑
キ
ヒ
シ
ク
ハ
シ
タ
ナ
ク
物

ヲ
忌
ミ
︑
祝
事
ケ
シ
カ
ラ
ヌ
程
也
ケ
リ
︑
正
月
一
日
カ
ヨ
ウ
シ
ケ
ル
カ
︑

申
付
タ
ル
事
ニ
テ
心
ナ
ラ
ヌ
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
ト
申
タ
リ
ケ
ル
ヲ
︑
此
ノ

主
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ス
イ
カ
リ
腹
立
テ
︑
イ
マ
〳
〵
シ
ク
人
ノ
死
ニ
タ
ル
ヤ
ウ

ニ
︑
今
日
シ
モ
念
仏
申
ス
事
︑
返
〃
不
思
議
也
ト
テ
︑
ヤ
カ
テ
ト
ラ
ヘ
テ

銭
ヲ
ア
カ
ク
焼
テ
カ
タ
ホ
ウ
ニ
ア
テ
ヽ
ケ
リ
︑
念
仏
ノ
故
ヘ
ニ
ハ
何
カ
ナ

ル
失
ニ
モ
ア
タ
レ
ト
思
テ
︑
其
レ
ニ
付
キ
テ
モ
仏
ヲ
念
シ
奉
リ
ケ
ル
︑
思

ハ
ス
ニ
イ
タ
ミ
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
︑
サ
テ
主
シ
年
ノ
始
ノ
勤
メ
セ
ン
ト
テ
持

仏
堂
ニ
詣
︑
本
尊
ノ
ア
ミ
タ
ノ
金
色
ノ
立
像
ニ
テ
オ
ハ
ス
ル
ヲ
拝
メ
ハ
︑

御
ホ
ウ
ニ
ノ
カ
タ
ク
ロ
ク
付
タ
リ
︑
ア
ヤ
シ
ミ
テ
能
々
見
ル
ニ
︑
カ
ナ
ヤ

キ
ニ
シ
ツ
ル
銭
ノ
カ
タ
︑
此
ノ
メ
ラ
ハ
カ
ホ
ウ
ノ
程
ニ
ア
タ
リ
テ
ミ
ヘ
ケ

リ
︑
浅
猿
シ
ナ
ン
ト
云
ハ
カ
リ
ナ
ク
テ
︑
女
ノ
童
ヲ
呼
テ
見
ル
ニ
︑
聊
モ

キ
ス
ナ
シ
︑
主
大
ニ
驚
キ
テ
︑
慚
愧
懺
悔
シ
テ
︑
仏
師
ヲ
ヨ
ヒ
デ
金
薄
ヲ

オ
ス
ニ
︑
薄
ハ
イ
ク
エ
ト
モ
ナ
ク
重
サ
ナ
レ
ト
モ
︑
疵
ハ
ス
へ
テ
カ
ク
レ

ス
︑
当
時
モ
彼
ノ
仏
ケ
御
坐
ス
︑
親
ヲ
カ
ミ
タ
ル
人
世
間
ニ
多
シ
︑
慥
シ

カ
ノ
事
也
︑︵
仏
菩
薩
ノ
境
界
⁝
︑
以
下
︑
仏
菩
薩
の
利
益
を
説
く
教
説

が
続
く
︶

基
本
的
な
構
成
と
し
て
は
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
が
︑﹃
頬
焼
阿
弥

陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
と
を
並
べ
る
と
︑
複
数
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
﹃
沙
石
集
﹄
本
文
側
か
ら
見
た
主
な
相
違
点
を
挙
げ
る
︒

①

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
﹁
町
の
ツ
ホ
ネ
﹂
に
つ
い
て
明
記
し
な
い
︒
一
方
﹃
頬

焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
で
は
﹁
鎌
倉
住
人
す
く
る
の
氏
女
町
の
つ
ぼ
ね
︿
于
時
年

三
十
五
﹀﹂
と
あ
る
︒
局
は
あ
る
い
は
村
主

す

ぐ

り

氏
か
︒
な
お
︑﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁

起
﹄
で
は
こ
の
局
が
健
保
三
︵
一
二
一
五
︶
年
に
三
五
歳
で
阿
弥
陀
仏
を
つ

く
ら
せ
︑
建
長
三
︵
一
二
五
一
︶
年
に
七
三
歳
で
没
し
た
と
す
る
︒﹃
沙
石

集
﹄
で
は
他
に
も
人
名
や
地
名
な
ど
を
明
記
し
な
い
︒

②

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
﹁
町
ノ
ツ
ホ
ネ
﹂
に
仕
え
る
の
が
︑
法
師
で
は
な
く
女

童
︒﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
で
は
法
師
が
念
仏
を
熱
心
に
唱
え
な
が
ら
も
平

然
と
盗
み
や
虚
言
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
﹃
沙
石
集
﹄
の
女
童
は
念

仏
を
熱
心
に
唱
え
︑
素
行
も
悪
く
な
い
︒

③

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
頬
を
焼
か
れ
る
原
因
が
素
行
の
悪
さ
に
起
因
す
る
窃
盗

の
な
す
り
つ
け
で
は
な
い
︒
正
月
一
日
に
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
女
童
が
言

っ
た
こ
と
に
﹁
町
ノ
ツ
ホ
ネ
﹂
は
縁
起
が
悪
い
と
激
高
し
た
こ
と
が
原
因
︒

つ
ま
り
︑﹃
沙
石
集
﹄
で
は
自
ら
の
罪
障
の
報
い
が
因
果
応
報
的
に
か
え
っ

て
く
る
の
で
は
な
く
︑
念
仏
を
唱
え
た
こ
と
が
結
果
的
に
罪
障
と
さ
れ
て
し

ま
う
︒

④

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
火
印
の
道
具
が
﹁
く
つ
わ
の
水
つ
き
﹂
で
は
な
く
﹁
銭
﹂
︒

ま
た
︑
火
印
の
場
所
が
﹁
左
の
か
ほ
さ
き
﹂
で
は
な
く
﹁
カ
タ
ホ
ウ
﹂︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
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⑤

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
不
在
時
の
夢
告
と
い
う
形
で
は
な
く
︑﹁
町
ノ
ツ
ホ
ネ
﹂

は
直
接
目
撃
し
て
改
心
す
る
︒

⑥

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
今
も
こ
の
仏
は
伝
わ
り
︑
多
く
の
人
々
が
実
際
に
拝
ん

で
い
る
と
い
う
言
及
が
あ
る
︒
頬
焼
阿
弥
陀
現
存
の
強
調
︒

⑦

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
仏
菩
薩
の
利
益
に
関
す
る
教
説
が
あ
る
︵
仏
法
を
信
じ

功
徳
を
積
め
ば
二
世
の
利
益
に
あ
ず
か
る
︶︒
そ
し
て
往
生
伝
の
形
式
は
採

ら
な
い
︒

﹃
沙
石
集
﹄
で
は
︑
僧
で
は
な
い
俗
人
が
念
仏
を
信
じ
て
人
目
を
忍
ん
で
常

に
念
仏
を
繰
り
返
し
て
唱
え
て
い
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
文

脈
に
あ
る
︒
逆
に
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
で
は
︑
Ｈ
に
あ
る
よ
う
に
夢
に
阿
弥

陀
仏
が
現
れ
て
戒
め
︑
関
係
す
る
者
が
全
て
念
仏
に
よ
っ
て
次
々
に
往
生
し
て

い
く
と
い
う
往
生
伝
と
し
て
の
体
裁
が
採
ら
れ
︑
そ
こ
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に

描
か
れ
る
︒

﹃
沙
石
集
﹄
の
縁
起
説
話
部
分
に
お
い
て
仏
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
記

す
る
が
︑
Ｈ
の
よ
う
な
念
仏
の
功
徳
に
よ
る
女
童
た
ち
の
往
生
や
︑
Ｆ
の
よ
う

な
疵
の
補
修
を
試
み
た
仏
師
に
対
す
る
仏
罰
な
ど
は
描
か
れ
な
い
︒
そ
し
て
相

違
点
③
に
あ
る
よ
う
に
︑
僧
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
平
気
で
﹁
妄
語
﹂
や

﹁
偸
盗
﹂
を
行
う
者
の
救
済
で
は
な
く
︑
貧
し
い
者
︑
と
り
わ
け
出
家
し
て
い

な
い
が
︑
極
め
て
信
心
深
い
女
性
が
そ
の
信
心
に
よ
っ
て
裕
福
な
者
に
勝
つ
と

い
う
構
図
が
﹃
沙
石
集
﹄
の
主
眼
と
し
て
見
え
て
く
る
︒
こ
の
点
で
は
先
に
挙

げ
た
種
々
の
火
印
︵
頬
焼
︶
地
蔵
譚
と
共
通
す
る
と
言
っ
て
も
良
く
︑
火
印

︵
頬
焼
︶
地
蔵
譚
と
比
し
た
場
合
︑
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑

こ
の
構
図
に
相
応
し
く
︑
ま
た
象
徴
的
な
道
具
と
し
て
無
住
が
選
択
し
た
の
が

④
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
た
﹁
銭
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
銭
﹂
に
よ
る
火
印
は
他

の
作
品
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒

こ
こ
で
改
め
て
火
印
に
使
用
さ
れ
る
道
具
で
あ
る
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
の

﹁
く
つ
わ
の
水
つ
き
﹂
と
﹃
沙
石
集
﹄
の
﹁
銭
﹂
と
の
相
違
に
注
目
し
た
い
︒

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
の
﹁
く
つ
わ
﹂
に
は
﹁
く
つ
わ
の
承
鞚
︵
み
ず
づ
き
︶
﹂

の
項
が
設
け
ら
れ
︑
そ
こ
に
は
﹁
く
つ
わ
の
︑
手
綱
を
結
ぶ
部
分
﹂
と
あ
り⑩
︑

本
縁
起
の
該
当
箇
所
を
そ
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
轡
の
取
手

部
分
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
続
々
絵
巻
大
成
﹄
の
絵
画
の
当
該
部
分
の
説
明
で
は
︑

﹁
馬
舎
か
ら
轡
金
具
を
取
り
出
す
と
﹂
﹁
真
っ
赤
に
焼
け
た
金
具
﹂﹁
灼
熱
し
た

金
具
を
万
歳
の
左
頬
に
捺
し
当
て
た
﹂
︑
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
詞
書
釈
文
で
は

﹁
轡
の
承
鞚
︵
手
綱
を
結
び
つ
け
る
轡
の
引
き
手
︶﹂
と
あ
る
︒
他
に
も
︑
先
に

挙
げ
た
一
四
巻
本
﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
巻
第
一
〇
の
一
〇
﹁
下
女
火
印
免

事
﹂
で
は
﹁
大
ナ
ル
矢
ノ
根
ノ
カ
リ
マ
タ
ニ
テ
焼
金
ヲ
女
ノ
面
ニ
指
付
テ
﹂
と

あ
り
︑﹁
カ
リ
マ
タ
﹂
の
注
に
あ
る
よ
う
に
﹁
先
が
二
股
に
開
い
た
鏃
︵
や
じ

り
︶﹂
が
火
印
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る⑪
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹃
沙
石
集
﹄
で
は
火
印
の
道
具
と
し
て
﹁
銭
﹂
が
用
い
ら
れ

て
い
る
点
は
興
味
深
い
︒
﹁
町
ノ
ツ
ホ
ネ
﹂
は
﹁
銭
﹂
を
女
童
の
頬
に
あ
て
る

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
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こ
と
で
そ
の
罪
を
刻
印
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
沙
石
集
﹄
に

お
い
て
は
︑
局
が
自
ら
の
裕
福
さ
の
象
徴
で
あ
る
﹁
銭
︵
金
銭
︶﹂
を
火
印
の

道
具
と
し
て
選
び
用
い
た
上
︑
下
人
に
命
じ
る
の
は
な
く
自
ら
が
火
印
を
行
っ

て
お
り
︑﹁
銭
﹂
の
印
が
常
に
女
童
の
顔
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し

た
わ
け
で
あ
る
︒﹁
轡
﹂
や
﹁
雁
股
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
た
他
の
説
話
に
比
べ
︑

﹁
銭
﹂
を
そ
の
道
具
と
し
て
選
択
し
た
こ
と
は
極
め
て
特
異
で
あ
り
︑
そ
こ
に

無
住
の
何
ら
か
の
意
図
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
は
無
住
が
意
図
的
に

﹁
銭
﹂
を
用
い
る
こ
と
で
﹁
富
﹂
と
﹁
貧
﹂
の
対
比
を
行
い
︑﹁
富
﹂
か
ら
見
て

﹁
貧
﹂
の
象
徴
と
な
る
﹁
銭
﹂
の
刻
印
と
い
う
行
為
か
ら
下
女
は
護
ら
れ
︑
そ

こ
に
は
信
心
に
よ
る
﹁
貧
﹂
の
救
済
説
話
と
し
て
の
側
面
を
よ
り
一
層
︑
強
め

る
役
割
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
無
住
は
仏
教
的
な
視
点
か
ら
﹁
富
﹂
で
あ

る
こ
と
の
害
悪
を
示
す
と
同
時
に
﹁
貧
﹂
の
女
性
を
救
済
す
る
話
と
な
る
よ
う

な
仕
掛
け
を
施
し
た
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
米
沢
本
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
九
の
二
五
﹁
先
世
房
事
﹂
で
は
︑﹁
実

ニ
モ
富
貴
ナ
レ
ハ
身
苦
シ
ミ
︑
危
フ
ク
シ
テ
︑
常
ニ
足
ラ
ス
﹂﹁
財
ヲ
求
メ
貯

ヘ
テ
︑
多
ク
積
メ
ハ
︑
命
ヲ
失
フ
ニ
喩
フ
﹂﹁
貧
ヲ
安
ク
シ
︑
罪
少
ナ
ク
︑
心

安
ク
︑
身
閑
ニ
シ
テ
︑
仏
法
ヲ
行
セ
ム
ハ
カ
リ
︑
人
身
ノ
思
ヒ
出
ア
ラ
ジ
カ

シ
﹂
と
︑
無
住
は
何
度
も
﹁
富
﹂
の
害
と
罪
︑﹁
貧
﹂
の
利
と
徳
を
繰
り
返
し

説
い
て
い
る⑫
︒
ま
た
︑﹁
銭
﹂
は
経
典
の
譬
喩
説
話
と
つ
な
が
り
︑﹃
雑
談
集
﹄

巻
第
五
の
五
﹁
呪
願
ノ
事
﹂
で
は
︑﹃
雑
宝
蔵
経
﹄
を
用
い
て
﹁
在
世
﹂
の

﹁
貧
女
非
人
﹂
が
﹁
糞
ノ
中
ヨ
リ
銭
ヲ
二
文
ミ
ツ
ケ
テ
﹂︑
そ
の
﹁
銭
﹂
を
洗
っ

て
僧
に
供
養
し
た
こ
と
か
ら
︑
最
終
的
に
王
后
に
な
っ
た
説
話
を
挙
げ
る
︒
そ

の
次
に
は
﹃
賢
愚
経
﹄
に
載
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
貧
女
が
一
燈
﹂
の
説
話
が
続
く⑬
︒

や
は
り
︑﹃
沙
石
集
﹄
に
お
い
て
﹁
銭
﹂
に
よ
る
火
印
強
要
と
︑
そ
れ
を
阿

弥
陀
の
身
代
り
に
よ
っ
て
回
避
で
き
た
こ
と
の
意
味
合
い
は
大
き
く
︑
無
住
が

﹁
銭
﹂
に
お
い
た
強
調
点
の
大
き
さ
は
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
︒

三

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
伝
本

﹃
沙
石
集
﹄
に
は
多
く
の
伝
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
写
本
で
は
約
二
一
書
類
︑

刊
本
で
は
約
一
四
種
類
の
伝
本
が
存
在
し
︑﹃
沙
石
集
﹄
諸
本
に
つ
い
て
は
未

だ
に
定
ま
っ
て
い
な
い
点
が
多
い⑭
︒

例
え
ば
︑﹃
沙
石
集
﹄
伝
本
の
生
成
過
程
だ
け
を
見
て
も

ａ

﹁
不
慮
ニ
披
露
﹂
さ
れ
た
草
案
と
し
て
草
稿
本
的
な
面
影
を
残
す
伝
本

ｂ

弘
安
六
︵
一
二
八
三
︶
年

最
初
に
公
に
さ
れ
た
伝
本

ｃ

永
仁
三
︵
一
二
九
五
︶
年
一
一
月
二
五
日

無
住
自
身
の
改
稿
に
よ
っ
て

創
出
さ
れ
た
伝
本

ｄ

徳
治
三
︵
一
三
〇
八
︶
年
五
月
二
一
日

無
住
自
身
の
改
稿
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
た
伝
本

と
い
っ
た
過
程
を
経
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
ど
の
伝
本
が
創
出
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
は
確
定
し
て
い
な
い
︒
論
者
は
こ
こ
に

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
四
一



ｅ

後
世
の
享
受
の
過
程
に
お
け
る
改
編
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
伝
本

と
い
う
要
素
を
加
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
影
響
は
少
な
く
な
い
と
考
え
て
い

る⑮
︒
こ
こ
で
は
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
に
お
け
る
﹃
沙
石
集
﹄
の
本
文
異
同

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
第
二
章
に
お
い
て
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
と
し

て
挙
げ
た
米
沢
本
の
本
文
の
比
較
対
象
と
し
て
︑
次
の
四
種
の
伝
本
を
用
い
た⑯
︒

�
梵
舜
本
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
の
三
﹁
阿
弥
陀
利
益
事
﹂︵
日
本
古
典
文
学
大

系
︶

�
内
閣
文
庫
本
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
の
三
﹁
阿
弥
陀
ノ
利
益
ノ
事
﹂︵
笠
間
叢

書
︶

�
慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
の
三
﹁
阿
弥
陀
利
益
ノ
事
﹂

︵
勉
誠
社
︶

�
貞
享
三
年
本
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
の
三
﹁
阿
弥
陀
利
益
ノ
事
﹂︵
岩
波
文
庫
︶

﹃
沙
石
集
﹄
の
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
に
は
諸
本
に
お
い
て
大
き
な
異
同

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
で
本
文
の
細
部
に
注
目
す
る
と
︑

重
要
な
本
文
異
同
が
存
在
し
て
い
た
︒
次
に
そ
の
箇
所
を
挙
げ
る
︒

○
米
沢
本
説
話
部
分
末
尾
﹁
仏
ケ
御
坐
ス
﹂
の
後
の
付
加

梵
舜
本
﹁
金
焼
仏
ト
申
ア
ヒ
タ
ル
﹂

内
閣
文
庫
本
﹁
カ
ナ
ヤ
キ
ホ
ト
ケ
ト
申
シ
ケ
ル
︒
ヒ
キ
ノ
谷
ニ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
﹂

慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
﹁
カ
ナ
ヤ
キ
仏
ト
申
ア
ヒ
タ
リ
﹂

米
沢
本
が
﹁
仏
ケ
御
坐
ス
﹂
と
い
う
表
記
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

他
の
伝
本
で
は
﹁
金
焼
仏
ト
申
ア
ヒ
タ
ル
﹂
︵
梵
舜
本
︶
と
い
っ
た
表
記
が
認

め
ら
れ
る
︒
内
閣
文
庫
本
に
至
っ
て
は
︑
さ
ら
に
﹁
ヒ
キ
ノ
谷
ニ
ヲ
ハ
シ
マ

ス
﹂
と
い
う
言
及
ま
で
存
在
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
本
説
話
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と

は
危
険
で
は
あ
る
が
︑
具
体
的
な
名
称
や
場
所
を
明
記
す
る
と
い
っ
た
ス
タ
イ

ル
は
︑
例
え
ば
開
帳
を
前
提
と
し
た
近
世
の
名
所
記
や
名
所
図
会
等
に
通
じ
る

よ
う
な
表
記
を
想
起
さ
せ
る
︒

○
米
沢
本
説
話
部
分
末
尾
﹁
親
ヲ
カ
ミ
タ
ル
人
世
間
ニ
多
シ
﹂
が
別
の
表
現

梵
舜
本
﹁
委
ク
拝
テ
侍
シ
﹂

慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
﹁
マ
ノ
ア
タ
リ
ヲ
カ
ミ
侍
リ
シ
﹂

米
沢
本
で
は
﹁
親
ヲ
カ
ミ
タ
ル
人
世
間
ニ
多
シ
﹂
と
い
う
表
記
が
︑
梵
舜
本

で
は
﹁
委
ク
拝
テ
侍
シ
﹂︑
慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
で
は
﹁
マ

ノ
ア
タ
リ
ヲ
カ
ミ
侍
リ
シ
﹂
と
い
う
表
記
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
︒
米
沢
本
は
そ
の
当
時
︑
実
際
に
見
に
い
っ
た
人
々
の
多
さ
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
梵
舜
本
等
は
作
者
自
身
が
実
際
に
見
に
い
っ
た
こ

と
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
米
沢
本
の
成
立
が
梵
舜
本
の
成
立
よ
り
先

で
あ
る
と
推
定
す
る
と⑰
︑
こ
の
阿
弥
陀
を
見
に
行
く
人
々
の
多
さ
を
踏
ま
え
た

う
え
で
︑
無
住
自
身
が
先
に
挙
げ
た
改
稿
時
ま
で
に
実
際
に
見
に
い
き
︑
本
文

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
四
二



を
変
え
た
可
能
性
が
あ
る
︒
本
説
話
の
舞
台
を
見
て
も
無
住
が
幼
少
期
を
過
ご

し
た
鎌
倉
で
あ
り
︑
土
地
勘
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
︑
も
っ
と
大
胆
に

考
え
れ
ば
︑
無
住
の
段
階
で
は
﹁
親
ヲ
カ
ミ
タ
ル
人
世
間
ニ
多
シ
﹂
で
あ
っ
た

﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
が
後
世
の
享
受
の
過
程
に
お
け
る
改
編
者
が
実
際
に
見
に

い
っ
た
こ
と
で
︑﹁
委
ク
拝
テ
侍
シ
﹂
と
い
う
見
聞
強
調
表
現
に
変
更
さ
れ
た

と
い
う
見
方
も
で
き
る
︒

○
米
沢
本
説
話
部
分
末
尾
﹁
慥
シ
カ
ノ
事
也
﹂
の
後
の
付
加

梵
舜
本
﹁
当
時
彼
疵
三
角
ニ
見
ヘ
侍
ル
﹂

慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
﹁
当
時
ハ
三
角
ニ
ミ
エ
侍
ル
﹂

こ
こ
で
も
梵
舜
本
︑
そ
し
て
慶
長
一
〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
等
の
刊

本
で
は
仏
の
名
称
の
み
な
ら
ず
︑
仏
の
疵
が
三
角
に
見
え
た
こ
と
ま
で
も
伝
え

て
い
る
︒
米
沢
本
で
は
こ
の
縁
起
の
事
実
性
を
確
認
す
る
の
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
に
対
し
︑
梵
舜
本
や
そ
の
他
の
刊
本
で
は
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
な
仏
で
あ

っ
て
顔
の
疵
が
実
際
に
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
で
言
及
し
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
れ
は
見
に
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
表
記
と
言
え
る
︒

﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
の
形
状
や
見
た
目
に
つ
い
て
述
べ
︑
そ
の
疵
の
形
に
ま
で

言
及
す
る
と
こ
ろ
は
﹁
モ
ノ
﹂
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
前
提
の
よ
う
な
発
想
で

あ
り
︑
や
は
り
近
世
の
開
帳
時
に
お
け
る
感
覚
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︒

こ
れ
は
単
な
る
本
文
異
同
だ
け
で
は
な
く
︑
時
代
的
な
相
違
を
示
す
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
︒﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
か
ら
も
︑
梵
舜
本
や
慶
長
一

〇
年
古
活
字
本
・
貞
享
三
年
本
等
の
異
同
が
全
て
無
住
の
手
に
よ
る
も
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
︒﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
の
成
立
時
期
な
ど
を

鑑
み
る
と
︑
む
し
ろ
時
代
が
下
っ
て
か
ら
こ
れ
ら
の
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
っ

た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
言
え
る
︒
以
前
は
梵
舜
本
が
﹃
沙
石
集
﹄
の
草
稿
本
︑

刊
本
は
後
出
本
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
の
異
同
か
ら
も

梵
舜
本
は
後
出
本
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
シ
フ
ト
す
る
必
要
性
が
あ
る
︒

こ
こ
で
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
成
立
の
流
れ
を
示
す
と
︑
﹁
頬
焼
阿
弥
陀

縁
起
﹂
の
伝
承
︱
米
沢
本
﹃
沙
石
集
﹄︵
無
住
︶
・
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
︱
梵

舜
本
・
流
布
本
系
統
﹃
沙
石
集
﹄
︵
後
世
の
加
筆
を
含
む
︶
と
い
う
形
に
な
る

の
で
は
な
い
か
︒四

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
抜
書
本
・
改
編
本

論
者
は
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の
﹃
沙
石
集
﹄
受
容
に
も

注
目
し
て
い
る
︒
﹃
沙
石
集
﹄
以
後
に
多
く
創
作
さ
れ
た
﹃
沙
石
集
﹄
の
関
連

本
︵
抜
書
本
・
改
編
本
等
︶
に
お
い
て
も
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
を
受
容
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
金
撰
集
﹄
﹃
扶
説
抄
﹄
﹃
直
談
因
縁
集
﹄
で
あ

る
︒﹃

金
撰
集
﹄
は
写
本
一
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
文
明
二
︵
一
四
七
〇
︶
年
以

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
四
三



降
に
普
善
寺
東
蔵
坊
の
僧
︑
宥
秀
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
の
転
写
本
で
あ

り
︑
現
存
本
の
書
写
年
代
は
一
六
世
紀
後
半
頃
と
さ
れ
︑
九
一
丁
︑
冊
子
本
一

冊
︒
第
一
巻
五
三
種
︑
第
二
巻
四
三
種
︑
第
四
巻
五
〇
種
︵
第
三
巻
欠
︶
の
説

話
や
教
説
が
﹃
沙
石
集
﹄
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
︒
美
濃
部
重
克
氏
に
﹁
禅
宗
的

性
格
を
も
っ
た
も
の
が
多
い
﹂
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
る
︒
美
濃
部
氏
に
は
﹃
金

撰
集
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄︵
貞
享
三
年
本
︑
梵
舜
本
︑
米
沢
本
︶
と
の
類
似
一
覧

表
︵
近
似
度
Ａ
～
Ｄ
︶
の
分
類
や
︑
説
話
末
尾
に
﹁
禅
和
子
云
⁝
﹂
等
の
二
字

下
げ
に
組
ん
だ
文
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
﹁
臨
済
宗
の
僧
に
よ
る
も
の

か
﹂
と
い
う
ご
指
摘
も
あ
り
︑
原
本
の
成
立
を
一
四
世
紀
後
半
頃
と
推
測
さ
れ

て
い
る⑱
︒

西
尾
光
一
氏
に
は
﹁
幾
人
か
の
書
写
者
︑
改
変
者
の
手
が
加
わ
っ
て
﹂
い
る

と
い
う
ご
指
摘
や
﹃
金
撰
集
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
四
ノ
一
の
本
文
比
較
か
ら

﹁﹃
沙
石
集
﹄
か
ら
切
出
さ
れ
た
説
話
評
論
が
︵
三
五
話
は
別
と
し
て
︶︑
評
論

と
し
て
各
説
話
ご
と
に
切
り
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑﹃
金
撰
集
﹄
編
者

の
改
編
の
手
腕
を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
が
︑
論
理
の
意
義
の
不
明
な
も
の
も
存
す

る
﹂
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
る⑲
︒
し
か
し
︑
近
年
に
お
け
る
﹃
金
撰
集
﹄
の
考
察

は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
現
状
で
あ
る
︒

﹃
扶
説
鈔
﹄
は
写
本
一
本
が
現
存
し
て
い
る
︒
成
立
は
一
五
世
紀
後
半
頃
で
︑

九
〇
丁
︑
巻
第
二
の
み
一
冊
が
現
存
の
零
本
で
あ
り
︑
近
世
初
期
に
書
写
さ
れ

た
︒
全
二
四
条
で
︑
後
半
部
分
は
﹃
沙
石
集
﹄
巻
第
二
か
ら
採
録
さ
れ
︑
全
体

で
一
一
条
が
﹃
沙
石
集
﹄
と
類
似
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
小
峯
和
明
氏
の
ご
考
察

が
残
る
の
み
で
︑
現
状
で
は
本
文
す
ら
見
る
こ
と
は
容
易
で
な
い⑳
︒

日
光
天
海
蔵
﹃
直
談
因
縁
集
﹄
は
﹃
沙
石
集
﹄
と
四
〇
条
以
上
の
類
話
を
有

し
て
い
る
︒
天
台
聖
教
典
籍
の
一
種
で
︑
天
正
三
︵
一
五
八
五
︶
年
に
舜
雄
の

書
写
で
あ
る
︒
本
文
に
阿
部
泰
郎
氏
︑
小
林
直
樹
氏
︑
田
中
貴
子
氏
︑
近
本
謙

介
氏
︑
廣
田
哲
通
氏
編
著
﹃
日
光
天
海
蔵

直
談
因
縁
集

翻
刻
と
索
引
﹄
が

あ
る㉑

︒

﹃
金
撰
集
﹄
巻
第
一
の
三
五
で
は
︑
﹃
沙
石
集
﹄
と
ほ
ぼ
類
似
し
た
本
文
を
載

せ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
気
に
な
る
異
同
を
挙
げ
る
と
︑

�﹁
当
時
モ
彼
ノ
仏
御
座
ス
︒
カ
ナ
ヤ
キ
仏
ト
申
ス
︒
親
ク
礼
ミ
シ
人
世
間
ニ

多
シ
︒
慥
ノ
事
也
﹂

と
い
う
説
話
末
尾
の
表
記
で
あ
る
︒
こ
れ
は
米
沢
本
の
表
記
を
基
本
と
し
な
が

ら
︑
梵
舜
本
等
に
載
る
﹁
カ
ナ
ヤ
キ
仏
ト
申
ス
﹂
と
い
う
表
記
も
加
え
ら
れ
て

い
る
︒
ま
さ
に
こ
れ
は
﹃
沙
石
集
﹄
に
お
け
る
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
の
過

渡
期
的
な
本
文
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
直
談
因
縁
集
﹄
巻
第
六
の
五
で
は
︑﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
も

﹃
沙
石
集
﹄
と
も
異
な
る
異
同
が
複
数
認
め
ら
れ
︑
特
に
興
味
深
い
︒
次
に
そ

の
一
例
を
挙
げ
る
︒

�﹁
此
下
人
︑
野
ヘ
出
テ
菜
ヲ
ツ
ム
ニ
︑
弥
陀
尊
体
ヲ
見
付
ル
也
︒
是
ヲ
カ
コ

ニ
入
テ
帰
リ
︑
﹂

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
四
四



�﹁
女
房
︑
火
箸
ヲ
焼
キ
︑
額
ニ
十
文
字
ニ
ア
ツ
ル
也
︒﹂

�﹁
二
人
同
︑
道
心
ヲ
発
シ
︑
比
丘
尼
ト
成
リ
︑
諸
国
ヲ
廻
リ
︑﹂

﹃
直
談
因
縁
集
﹄
に
お
い
て
は
﹁
下
人
﹂
が
落
ち
て
い
た
阿
弥
陀
を
拾
う
と

い
う
設
定
や
﹁
女
房
﹂
が
﹁
火
箸
﹂
を
焼
い
て
﹁
額
ニ
十
文
字
ニ
ア
ツ
ル
﹂
と

い
う
展
開
︑
さ
ら
に
は
そ
の
二
人
が
出
家
し
て
﹁
諸
国
ヲ
廻
﹂
る
と
い
う
結
末

等
︑﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
や
﹃
沙
石
集
﹄
に
は
認
め
ら
れ
ず
︑
ま
た
異
な
っ

た
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
と
な
っ
て
い
る
︒

特
に
﹁
火
箸
﹂
を
焼
い
て
﹁
額
ニ
十
文
字
ニ
ア
ツ
ル
﹂
と
い
う
展
開
は
︑
説

経
節
﹃
さ
ん
せ
う
太
夫
﹄
や
森
鴎
外
﹃
山
椒
大
夫
﹄
に
お
け
る
安
寿
と
厨
子
王

の
額
を
焼
け
た
火
箸
で
十
文
字
に
焼
い
た
場
面
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︵
丹
後

金
焼
地
蔵
本
地
・
身
代
り
地
蔵
︑﹃
山
椒
大
夫
﹄
で
は
夢
の
中
と
い
う
形
と
な

っ
て
い
る
︶︒
ま
た
︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
巻
第
一
の
五
﹁
随
求
陀
羅
尼
︑
額
に

籠
む
る
法
師
の
事
﹂
に
お
け
る
山
伏
が
額
に
印
を
籠
め
る
と
い
う
修
行
や
︑
青

森
県
等
で
行
わ
れ
て
い
る
赤
ん
坊
の
健
康
を
願
っ
て
頭
に
十
文
字
を
書
く
と
い

っ
た
風
習
︑
火
箸
を
十
文
字
に
刺
す
火
伏
せ
の
ま
じ
な
い
等
も
想
起
さ
せ
る
︒

﹃
直
談
因
縁
集
﹄
で
は
刑
罰
に
呪
術
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
看
守
で

き
る
と
同
時
に
﹁
銭
﹂
に
よ
っ
て
火
印
を
行
う
﹃
沙
石
集
﹄
の
独
自
性
も
再
び

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
説
話
を
載
せ
な
が
ら
も

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄﹃
沙
石
集
﹄﹃
金
撰
集
﹄﹃
直
談
因
縁
集
﹄
で
は
表
記
や
展

開
等
に
差
異
が
認
め
ら
れ
︑
そ
の
差
異
こ
そ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
と
っ
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

お
わ
り
に

他
に
は
用
例
を
見
な
い
︑
﹁
身
代
り
阿
弥
陀
﹂
と
い
う
同
じ
説
話
が
認
め
ら

れ
︑
か
つ
同
時
代
に
成
立
し
た
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄
︒
両
書

の
本
文
を
含
め
た
関
係
性
に
つ
い
て
探
る
と
︑
﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
で
は
岩

蔵
寺
︵
光
触
寺
︶
や
頬
焼
阿
弥
陀
の
創
建
由
来
︑
念
仏
に
よ
る
五
人
の
往
生

︵
往
生
伝
︶︑﹃
沙
石
集
﹄
で
は
頬
焼
阿
弥
陀
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
︑
﹁
銭
﹂
を

用
い
た
﹁
富
﹂
と
﹁
貧
﹂
の
対
比
か
ら
信
心
に
よ
る
﹁
貧
﹂
の
救
済
な
ど
と
い

っ
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
強
調
点
が
看
取
で
き
る
︒

ま
た
︑﹃
沙
石
集
﹄
伝
本
に
お
い
て
も
異
同
が
認
め
ら
れ
︑
梵
舜
本
や
刊
本

に
お
い
て
は
︑
疵
の
細
部
等
ま
で
表
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
モ
ノ
﹂
が
実
際
に
そ

こ
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
発
想
の
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら

に
は
﹃
沙
石
集
﹄
の
関
連
本
︵
抜
書
本
・
改
編
本
︶
に
ま
で
影
響
が
認
め
ら
れ
︑

特
に
説
話
に
登
場
す
る
人
物
の
相
違
や
︑
火
印
を
当
て
る
道
具
や
場
所
の
相
違

の
意
味
は
大
き
い
︒
こ
れ
は
各
テ
ク
ス
ト
の
宗
教
的
な
志
向
ま
で
含
ん
で
お
り
︑

そ
れ
は
後
世
に
お
け
る
﹃
沙
石
集
﹄
の
享
受
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
四
五



注①

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
員
会
編
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
︵
小
学
館
︑

二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
し
た
︒

②

小
松
茂
美
氏
編
﹃
続
々
日
本
絵
巻
大
成

伝
記
・
縁
起
篇
四

頬
焼
阿
弥
陀
縁
起

不
動
利
益
縁
起
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
五
年
︶
を
参
照
し
た
︒

③

大
日
本
地
誌
大
系
五
﹃
新
編
鎌
倉
志

鎌
倉
攬
勝
考
﹄︵
大
日
本
地
誌
大
系
刊
行

会
︑
一
九
一
五
年
︶
を
参
照
し
た
︒

④

熊
谷
宣
夫
氏
﹁
光
触
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
と
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹂︵
帝
国
美
術
院
付

属
美
術
研
究
所
編
輯
﹃
美
術
研
究
﹄
第
一
三
号
︑
美
術
懇
話
会
︑
一
九
三
三
年
一

月
︶︑﹁﹇
絵
巻
詞
書
集
一
﹈
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
詞
書
﹂︵
帝
国
美
術
院
付
属
美
術
研
究

所
編
輯
﹃
美
術
研
究
﹄
第
一
四
号
︑
美
術
懇
話
会
︑
一
九
三
三
年
二
月
︶
等
を
参
照

し
た
︒

⑤

三
山
進
氏
﹁
光
触
寺
頬
焼
阿
弥
陀
と
運
慶
伝
説
﹂︵﹃
鎌
倉
古
寺
巡
礼
﹄︑
実
業
之

日
本
社
︑
一
九
七
三
年
︶
等
を
参
照
し
た
︒

⑥

岩
橋
春
樹
氏
﹁
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹂︵
田
中
一
松
氏
監
修
﹃
新
修
日
本
絵
巻
物
全

集
﹄
三
〇
︑
角
川
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︶
等
を
参
照
し
た
︒

⑦

大
島
建
彦
氏
監
修
﹃
一
四
巻
本
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
︵
上
︶﹄︵
三
弥
井
書
店
︑
二
〇

〇
二
年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑧

渡
浩
一
氏
﹁
地
蔵
菩
薩
と
女
人
救
済

火
印
︵
頬
焼
︶
地
蔵
の
こ
と
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄︑
至
文
堂
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶
を
参
照
し
た
︒

⑨

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
は
塙
保
己
一
氏
編
﹃
続
群
書
類
従
﹄
第
二
七
輯
下
釈
家
部

︵
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
二
六
年
︶
や
注
②
を
参
照
し
た
︒﹃
沙
石
集
﹄
は
米
沢

本
の
本
文
で
あ
る
渡
邊
綱
也
氏
校
訂
﹃
校
訂
廣
本
沙
石
集
﹄︵
日
本
書
房
︑
一
九
四

三
年
︶
や
︑
小
島
孝
之
氏
校
注
・
訳
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
沙
石
集
﹄︵
小

学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑩

注
①
に
同
じ
︒

⑪

大
島
建
彦
氏
監
修
﹃
一
四
巻
本
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
︵
下
︶﹄︵
三
弥
井
書
店
︑
二
〇

〇
三
年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑫

注
⑨
に
同
じ
︒

⑬

古
典
資
料
二
四
﹃
雑
談
集
﹄
︵
芸
林
舎
︑
一
九
七
二
年
︶
や
︑
山
田
昭
全
氏
・
三

木
紀
人
氏
校
注
﹃
雑
談
集
﹄
︵
三
弥
井
書
店
︑
一
九
七
三
年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑭

﹃
沙
石
集
﹄
諸
本
の
体
系
的
研
究
は
渡
邊
綱
也
氏
﹁
沙
石
集
諸
本
の
お
ぼ
え
書

︱
主
と
し
て
拾
帖
本
と
拾
二
帖
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
推
論

︱
﹂︵﹃
国
語
と

国
文
学
﹄
一
八
の
一
〇
︑
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九
四
一
年
一
〇
月
︶
や
渡

邊
綱
也
氏
﹁
解
説
﹂︵
渡
邊
綱
也
氏
校
注
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
沙
石
集
﹄︑
岩
波

書
店
︑
一
九
六
六
年
︶
等
が
あ
る
︒
そ
の
後
︑
﹃
沙
石
集
﹄
伝
本
に
つ
い
て
触
れ
た

も
の
と
し
て
土
屋
有
里
子
氏
﹁
梵
舜
本
﹃
沙
石
集
﹄
考

︱
増
補
本
と
し
て
の
可
能

性

︱
﹂︵
﹃
中
世
文
学
﹄
第
五
〇
号
︑
中
世
文
学
会
︑
二
〇
〇
五
年
六
月
︶︑
拙
稿

﹁
梵
舜
本
﹃
沙
石
集
﹄
の
性
格
﹂
︵﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
六
五
号
︑
同
志
社
国
文
学

会
︑
二
〇
〇
六
年
一
二
月
︶
等
が
あ
る
︒

⑮

梵
舜
本
が
後
世
の
享
受
の
過
程
に
お
け
る
改
編
を
経
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
拙
稿

﹁﹃
沙
石
集
﹄
と
経
典
に
お
け
る
譬
喩

︱
﹃
百
喩
経
﹄
と
の
比
較
を
端
緒
と
し
て

︱
﹂︵﹃
仏
教
文
学
﹄
第
三
四
号
︑
仏
教
文
学
会
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
︶︑
拙
稿

﹁
無
住
と
梵
舜
本
﹃
沙
石
集
﹄
の
位
置
﹂︵
小
島
孝
之
氏
監
修
﹃
無
住

研
究
と
資

料
﹄︑
あ
る
む
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
拙
稿
﹁
﹃
沙
石
集
﹄
諸
本
と
譬
喩
経
典
﹂︵﹃
説
話

文
学
研
究
﹄
第
四
七
号
︑
説
話
文
学
会
︑
二
〇
一
二
年
七
月
︶
等
に
お
い
て
私
見
を

述
べ
た
︒

⑯

梵
舜
本
は
渡
邊
綱
也
氏
校
注
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
沙
石
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑

一
九
六
六
年
︶︑
内
閣
文
庫
本
は
土
屋
有
里
子
氏
﹃
内
閣
文
庫
蔵
﹃
沙
石
集
﹄
翻
刻

と
研
究
﹄︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︶
︑
慶
長
一
〇
年
本
は
深
井
一
郎
氏
﹃
慶
長
十

年
古
活
字
本
沙
石
集
総
索
引

︱
影
印
篇

︱
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
貞
享

三
年
本
は
筑
土
鈴
寛
氏
﹃
沙
石
集
﹄
上
下
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
四
三
年
︶
を
参
照
し

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
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た
︒

⑰

梵
舜
本
が
﹃
沙
石
集
﹄
の
初
期
段
階
と
推
定
す
る
見
方
は
渡
邊
綱
也
氏
が
日
本
古

典
文
学
大
系
﹃
沙
石
集
﹄﹁
解
説
﹂︵
岩
波
書
店
︑
一
九
六
六
年
︶
等
に
お
い
て
述
べ

て
い
る
︒
一
方
で
︑
梵
舜
本
を
後
出
本
と
推
定
す
る
見
方
は
小
島
孝
之
氏
が
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
﹃
沙
石
集
﹄﹁
古
典
へ
の
招
待
﹂︵
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑
土

屋
有
里
子
氏
が
﹃﹁
沙
石
集
﹂
諸
本
の
成
立
と
展
開
﹄︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
一
年
︶

等
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
︒

⑱

美
濃
部
重
克
氏
﹁
資
料
紹
介
﹁
沙
石
集
﹂
の
一
本
︑﹁
金
撰
集
﹂﹂︵﹃
説
話
文
学
研

究
﹄
第
六
号
︑
説
話
文
学
会
︑
一
九
七
二
年
三
月
︶
や
︑
美
濃
部
重
克
氏
﹁
金
撰
集

解
説
﹂︵
西
尾
光
一
氏
︑
美
濃
部
重
克
氏
編
﹃
金
撰
集
﹄︑
古
典
文
庫
︑
一
九
七
三

年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑲

西
尾
光
一
氏
﹁
改
編
説
話
集
の
あ
り
方
﹂︵
西
尾
光
一
氏
︑
美
濃
部
重
克
氏
編

﹃
金
撰
集
﹄︑
古
典
文
庫
︑
一
九
七
三
年
︶
や
︑
西
尾
光
一
氏
﹁﹃
金
撰
集
﹄
に
お
け

る
改
編
の
一
例

︱
﹃
沙
石
集
﹄
無
言
上
人
説
話
か
ら
の
切
継
ぎ

︱
﹂︵﹃
上
田
女

子
短
期
大
学
紀
要
﹄
九
︑
上
田
女
子
短
期
大
学
︑
一
九
八
六
年
三
月
︶
を
参
照
し
た
︒

⑳

小
峯
和
明
氏
﹁
大
谷
図
書
館
蔵
﹃
扶
説
鈔
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
説
話
・
伝
承
学
会
大

谷
大
学
文
学
部
渡
辺
貞
麿
教
授
研
究
室
編
﹃
説
話
の
国
際
比
較
﹄︑
桜
楓
社
︑
一
九

九
一
年
︶
を
参
照
し
た
︒
今
回
は
本
文
を
確
認
で
き
ず
︑
考
察
の
対
象
外
と
し
た
︒

㉑

廣
田
哲
通
氏
・
阿
部
泰
郎
氏
・
小
林
直
樹
氏
・
田
中
貴
子
氏
・
近
本
謙
介
氏
編
著

﹃
日
光
天
海
蔵
直
談
因
縁
集
翻
刻
と
索
引
﹄︵
和
泉
書
院
︑
一
九
九
八
年
︶
を
参
照
し

た
︒

﹃
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
﹄
と
﹃
沙
石
集
﹄

一
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