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お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

柳
宗
悦
（
以
下
、
柳（
１
））

に
お
け
る
思
想
の
変
遷
は
、
美
学
と
宗
教
と
の
密
接
に

関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
水
尾
比
呂
志
氏
の
よ
う
に
、
そ
の
関
係
自
体
を

一
種
の
宗
教
論
と
見
な
す
見
解
も
存
在
す
る（
２
）。
そ
の
柳
の
生
涯
に
お
け
る
思
索
と

探
究
は
、
民
藝
運
動
と
い
っ
た
美
学
の
実
践
と
そ
の
根
拠
と
な
る
宗
教
的
絶
対
一

元
論
を
軸
と
し
た
宗
教
思
想
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
宗
教
的
絶
対
一
元
論
と
は
、

肯
定
や
否
定
な
ど
と
い
っ
た
二
元
の
対
立
を
超
え
、
一
つ
の
本
質
、
一
つ
の
実
体

が
存
在
す
る
と
い
う
一
元
を
指
す
。
柳
は
、
こ
れ
を
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主

義
や
東
洋
の
仏
教
思
想
な
ど
か
ら
根
拠
を
求
め
た
。

　

柳
は
、
当
初
、
学
習
院
在
籍
中
に
「
白
樺
」
同
人
に
参
加
し
た
影
響
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
に
関
心
を
寄
せ
、
こ
の
宗
教
的
絶
対
二
元
論
の
影
響
を
受
け
た

が
、
晩
年
に
至
る
頃
に
は
、
二
元
の
対
立
を
否
定
し
、
未
だ
二
元
に
分
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
真
実
が
あ
る
と
い
う
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
」
や
「
不
二
」
と

い
っ
た
思
想
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
教
思
想
か
ら
得
た
思

索
は
、
民
藝
の
美
学
の
根
拠
と
し
て
、
柳
の
生
涯
に
お
い
て
、
思
想
の
軸
と
な
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
柳
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
言
え
る
宗
教
的
絶
対
一
元
論
の
思
索

と
そ
れ
に
基
づ
い
た
民
藝
美
学
の
確
立
宗
教
的
絶
対
一
元
論
に
つ
い
て
、
寿
岳
文

章
氏（
３
）は

、
柳
の
「
一
生
を
意
義
づ
け
る
仕
事
」
と
称
し
て
、
次
の
よ
う
な
変
遷
を

示
し
て
い
る
。

い
ま
、
柳
さ
ん
の
一
生
を
意
義
づ
け
る
仕
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
に

は
五
つ
の
峰
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
を
年
代
順
に
記
せ

ば
、
第
一
は
、「
白
樺
」
の
同
人
と
し
て
、
宗
教
や
哲
学
や
文
学
に
お
け
る
神

秘
思
想
を
た
づ
ね
、
東
洋
的
な
思
惟
形
式
の
深
さ
を
示
し
た
こ
と
。
ブ
レ
イ

ク
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
研
究
も
こ
の
支
峰
の
脈
で
あ
る
。
第
二
は
、
朝
鮮
の

民
衆
へ
の
温
か
い
理
解
と
愛
情
を
土
台
と
し
て
、
日
本
の
朝
鮮
統
治
者
た
ち

か
ら
は
、
一
向
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
民
族
的
工
芸
品
や
美
術
品
に
愛

護
の
手
を
さ
し
の
べ
た
こ
と
。
第
三
は
、
長
い
間
う
ず
も
れ
て
い
た
木
喰
五

行
上
人
の
異
色
あ
る
彫
刻
や
行
実
を
あ
き
ら
か
に
し
て
、
日
本
の
宗
教
芸
術

史
に
不
朽
の
何
ペ
ー
ジ
か
を
加
え
た
こ
と
。
第
四
は
、
従
来
の
美
術
批
評
家

や
美
術
史
家
か
ら
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
民
芸
品
の
美
と
意
義
と
を
確
認
し

て
、
そ
れ
に
正
し
い
座
を
与
え
た
こ
と
。
第
五
は
、
妙
好
人
の
信
仰
を
中
軸

と
す
る
他
力
易
行
の
教
え
に
、
生
活
の
原
理
を
発
見
し
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の

峰
々
は
、
も
ち
ろ
ん
重
層
的
に
つ
ら
な
り
あ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
に
も
表
さ
れ
て
い
る
通
り
、
柳
の
「
一
生
を
意
義
づ
け
る
仕
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事
」
―
美
学
・
思
想
の
変
遷
は
、
重
層
的
か
つ
広
義
的
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
柳
の
中
の
美
学
・
思
想
の
意
義
は
、
宗
教
と
美
を
結
び
付
け
る
根
幹
を
担
っ

て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
柳
の
美
学
の
根
幹
と
な
る
仏
教
の
「
不
二
」
思
想
に
至
る
ま
で
ど

の
よ
う
な
思
想
的
展
開
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、ま
ず
、柳
の
「
不

二
」
思
想
に
至
る
ま
で
の
柳
の
中
の
宗
教
思
想
の
変
遷
を
ま
と
め
る
。
次
に
、
柳

の
仏
教
思
想
の
中
核
を
な
し
た
「
不
二
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
晩
年
の

著
で
あ
る
『
南
無
阿
弥
陀
佛
』
の
中
の
「
来
迎
不
来
迎
」
の
章
に
触
れ
、
時
宗
の

祖
で
あ
る
一
遍
上
人
へ
の
柳
の
見
解
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
い
き
た

い
。

一　

柳
に
お
け
る
宗
教
思
想
の
変
遷

　

当
初
、
柳
が
関
心
を
持
っ
た
宗
教
は
、
先
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
新
し
さ
」
に

魅
力
を
感
じ
た
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
当
初
の
回
想
と
し
て
、
柳
宗
悦

「
真
宗
の
説
教（
４
）」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

私
は
学
生
の
頃
、
日
曜
日
に
な
る
と
よ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
新
教
教
会
に
行

つ
た
も
の
で
あ
る
。も
と
よ
り
説
教
を
聞
き
に
ゆ
く
為
で
あ
る
。当
時
は
中
々

有
名
な
説
教
家
、
例
え
ば
内
村
鑑
三
、
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
、
尾
崎
弘

道
と
い
う
や
う
な
錚
々
た
る
人
々
が
ゐ
て
、
中
々
説
教
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
澤
山
学
生
が
集
つ
て
ゐ
た
が
、
私
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
か
ら
、
次
第
に
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
あ
る

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
年
頃
―
一
三
二
八
年
頃
）
等
の
カ
ト

リ
ッ
ク
神
秘
思
想
家
に
注
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、宗
教
詩
人
・

宗
教
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
年
―
一
八
二
七
年
）
の

研
究
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、「
二
元
」
の
対
立
を
超
越
す
る
宗
教
的
絶
対
一
元
論

へ
の
関
心
と
な
り
、
東
洋
思
想
、
特
に
仏
教
思
想
に
お
け
る
「
不
二
」
へ
と
到
達

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
東
洋
的
「
無
」
や
「
空
」
な
ど
の
概
念
を
通
し
て
、
宗
派

間
を
超
え
る
宗
教
の
原
理
認
識
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
当
初
の
柳
の
仏
教
思
想
の

関
心
は
、
禅
の
思
想
に
寄
せ
ら
れ
た
傾
向
が
み
ら
れ
、
晩
年
に
到
達
し
た
浄
土
系

仏
教
に
関
す
る
思
想
に
は
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い（
５
）。
そ
の
一
方
で
、
一
九
〇
七

年
に
、
朝
鮮
の
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
雑
器
の
美
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、

日
本
に
お
け
る
無
名
の
職
人
の
作
品
―
日
常
雑
器
―
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
こ
の
民
衆
が
生
活
の
中
で
使
う
日
常
雑
器
か
ら
み
ら
れ
る
機
能
性
や
利

便
性
に
伴
っ
た
「
用
の
美
」
の
提
示
は
、
や
が
て
大
き
な
動
き
と
な
り
、
民
藝
運

動
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
民
衆
生
活
に
関
わ
る
日
常
品
の
美
―
民
藝
と
い
う
新
た

な
美
の
発
見
は
、
柳
に
と
っ
て
日
本
の
仏
教
思
想
の
認
識
と
絶
対
的
二
元
論
の
理

解
を
深
め
る
上
で
、
重
要
な
媒
体
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

民
藝
運
動
に
お
け
る
思
想
と
そ
の
実
践
と
の
展
開
は
、
当
時
の
日
本
の
近
代
化

を
背
景
と
し
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
比
べ
、
時
代
遅
れ
だ
と
思
わ
れ
て
い

た
「
東
洋
」
の
再
発
見
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
柳
宗
悦
の
独
自

性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
一
九
三
〇
年
以
降
の
日
本
の
宗
教
的
思
想
の
再

発
見
に
つ
な
が
る
。
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二　

柳
の
思
想
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
「
不
二
」

　

柳
は
、
宗
教
的
絶
対
一
元
論
を
指
す
時
に
、
仏
教
思
想
の
中
に
あ
る
「
不
二
」

と
い
う
仏
教
語
を
頻
繁
に
用
い
る
。「
不
二
」
と
は
、
二
元
の
対
立
を
超
越
す
る
こ

と
を
言
い
、
有
無
の
「
二
」
を
超
え
た
存
在
の
こ
と
を
い
う
。「
不
二
」
は
、
た
だ

の
「
一
」
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
現
実
の
世
界
で
は
、
自
他
・
男
女
・
美
醜
の

よ
う
に
、
二
つ
の
異
な
る
事
物
を
対
立
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
二
元
論
の
世
界
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
世
界
の
二
つ
の
対
立
を
超
え
る
こ
と
―
無

対
立
を「
不
二
」と
す
る
。
こ
の「
不
二
」思
想
は
、仏
教
の
根
本
的
理
念
で
、「
空
」・

「
如
」・「
即
」・「
中
」
と
い
っ
た
言
葉
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。
柳
は
、
こ
の
「
無

対
立
」
か
ら
な
る
宗
教
的
絶
対
一
元
論
に
着
目
し
、
自
身
の
思
想
と
民
芸
運
動
の

根
底
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
宗
教
的
絶
対
一
元
論
―
「
宗
教
的
否
定
―
否
定

を
超
え
た
否
定
」
の
思
想
は
、
柳
思
想
史
に
お
い
て
早
い
段
階
か
ら
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
柳
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
よ
り
も
早
く
に
出
版

さ
れ
た
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
』
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
著
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩

人
、
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
―
一
八
二
七
）
に
関
す

る
論
集
で
、
美
学
に
関
す
る
論
述
で
あ
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と

い
う
思
想
か
ら
「
二
元
論
の
対
立
の
否
定
」
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
著
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
仏
教
思
想
か
ら
な
る
柳
の
宗
教
思
想
の

展
開
に
繋
が
る
記
述
は
な
い
。
仏
教
と
美
学
を
直
接
関
連
付
け
、「
不
二
」
と
い
う

語
を
用
い
た
論
文
と
し
て
は
、
東
洋
思
想
の
観
点
を
取
り
入
れ
た
『
宗
教
と
そ
の

真
理
』
で
あ
る
。
仏
教
思
想
に
お
け
る
「
無
」・「
中
」・「
即
」
を
中
心
に
展
開
さ

れ
る
こ
の
論
集
に
は
、
禅
籍
の
引
用
と
と
も
に
、
日
本
の
禅
の
思
想
か
ら
の
影
響

が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
著
に
お
い
て
は
、
後
に
柳
が
仏
教
美
学
の
根
拠
と
し
て

多
く
用
い
た
日
本
の
浄
土
思
想
よ
り
も
、
禅
思
想
か
ら
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ

る
。

　

ま
た
、
禅
籍
が
柳
宗
悦
の
「
不
二
」
思
想
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『
南
無
阿
弥

陀
仏
』
に
も
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
禅
の
思
想
が
長
く

柳
の
思
想
の
根
底
に
深
く
流
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

三　
「
不
二
」
思
想
の
初
見
と
「
無
有
好
醜
」
の
願
の
発
見

　

前
章
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
柳
に
お
け
る
「
不
二
」
と
い
う
語
の
直
接
的
使
用

の
初
見
は
、
一
九
一
七
年
の
著
で
あ
る
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
に
お
い
て
で
あ
る

が
、
二
元
相
対
の
対
立
に
関
し
て
は
、
中
見
真
理
『
柳
宗
悦　

時
代
と
思
想（
６
）』　

に
お
い
て
、
一
九
一
三
年
に
遡
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
に
お
い
て
は
、
ま
だ
「
不
二
」
と
い
う
語
は
、
頻
繁
に
は

使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
語
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、『
美
の
法
門
』

や
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
い
っ
た
仏
教
美
学
を
確
立
さ
せ
た
柳
晩
年
の
著
作
に
お

い
て
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
二
元
的
対
立
の
否
定
」
と
い
う
概
念
の
拠
所
と
さ
れ
る
の
は
、
晩
年
の

『
美
の
法
門
』
に
代
表
さ
れ
る
「
浄
土
三
部
作
」
や
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
浄
土
教
思
想
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
が
禅
思
想
か
ら
の
影
響
で
あ
っ

た
。
特
に
、「
無
」・「
空
」・「
即
」・「
中
」
と
い
っ
た
語
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
の

用
例
は
、「
不
二
」
よ
り
も
多
い
。

　

当
初
の
「
不
二
」
思
想
は
、柳
自
身
の
著
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
に
お
い
て
、「
宗
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教
的
「
無
」」
（
７
）。

の
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
禅
思
想
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
の
特
出
す
べ
き
点
は
、
禅
籍
か
ら
の
多
く
の
引
用
と
「
不
立
文
字
」
と
い

っ
た
禅
思
想
に
着
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

こ
の
禅
の
「
無
」
の
影
響
か
ら
見
出
さ
れ
た
「
不
二
」
の
思
想
は
、
や
が
て
民

芸
運
動
の
理
念
と
な
り
、
日
本
の
浄
土
思
想
へ
と
繋
が
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
仏
教

美
学
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
発
展
は
、
浄
土
三
部
経
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
無

有
好
醜
の
願
」
の
発
見
で
理
論
化
さ
れ
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
美
の
法

門
』
に
代
表
さ
れ
る
浄
土
四
部
作
で
あ
る
。
以
下
、『
美
の
法
門（
８
）』

を
中
心
に
、
柳

が
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
無
有
好
醜
」
の
願
で
見
出
し
た
浄
土
的
な
「
不
二
」
に

つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。「
無
有
好
醜
」
の
願
と
は
、
以
下
の
よ
う

な
願
文
で
あ
る
。

設
我
得
仏　
　
　

設
い
我
仏
を
得
ん
と

国
中
人
天　
　
　

国
の
中
の
人
天

形
色
不
同　
　
　

形
色
不
同
に
し
て

有
好
醜
者　
　
　

好
醜
有
ら
ば

不
取
正
覚　
　
　

正
覚
を
取
ら
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
大
無
量
寿
経
』
六
八
の
大
願　

第
四
）

　

こ
れ
は
柳
の
意
訳
に
よ
れ
ば
、「
も
し
私
が
仏
に
な
る
時
に
、
私
の
国
（
極
楽
浄

土
）
の
人
々
が
形
や
色
が
同
じ
で
は
な
く
、
好み
よ

き
者
（
つ
ま
り
美
し
い
者
）
と
醜

い
者
と
の
区
別
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
、
仏
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
大
願
は
、
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
如
来
に
な
る
時
に
発
し
た
誓
願
で
あ
り
、「
国

の
中
の
人
天
」
つ
ま
り
「
仏
の
国
」
に
お
い
て
は
、
美
と
醜
と
の
対
立
が
な
い
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
仏
の
国
と
は
、
無
上
の
国
つ
ま
り
不

二
の
国
で
あ
り
、
美
と
醜
と
い
う
対
立
的
な
考
え
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
「
無
有

好
醜
」
の
願
は
、
美
醜
を
超
え
た
場
所
に
居
れ
ば
、
誰
で
あ
ろ
う
と
、
救
い
の
中

に
あ
り
、
無
上
の
国
に
お
い
て
は
、
美
醜
が
現
わ
れ
て
已
後
の
こ
と
を
問
う
の
で

は
な
い
。
そ
の
二
つ
が
ま
だ
分
れ
て
い
な
い
已
前
の
境
地
を
指
す
と
柳
は
考
え
た
。

　

柳
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
経
典
か
ら
の
啓
示
は
、
民
芸
論
か
ら
仏
教
美

学
へ
と
発
展
す
る
確
信
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
確
信
は
、「
不
二
」
の

思
想
と
い
う
仏
教
思
想
と
の
強
い
繋
が
り
と
な
り
、
や
が
て
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』

に
お
い
て
、
思
想
的
深
み
を
増
し
て
い
く
。

　

こ
の
誓
願
と
の
出
会
い
は
、
研
究
の
た
め
に
滞
在
し
た
真
宗
の
城
端
別
院
で
み

た
色
紙
和
賛
が
始
ま
り
で
あ
り
、
浄
土
思
想
へ
の
関
心
は
、
鈴
木
大
拙
か
ら
影
響

を
受
け
た
「
妙
好
人
」
に
つ
い
て
の
研
究
か
ら
始
ま
る
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
柳
の
宗
教
観
並
び
に
「
不
二
」
思
想
に
つ
い
て
、
外
観
的
に

み
て
き
た
。
柳
宗
悦
の
思
想
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
中
核
を
な
す
絶
対
的
一
元

論
で
あ
る
「
不
二
」
思
想
は
、
初
期
の
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
に
お
い
て
、
す
で

に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
術
語
と
し
て
の
使
用
は
、
晩
年
の
『
美
の
法
門
』
及
び

『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
い
て
、
そ
の
頻
度
を
増
し
て
い
る
。
ま
た
、
思
想
的
確

信
と
し
て
、
妙
好
人
研
究
に
追
随
す
る
形
で
発
見
さ
れ
た
色
紙
和
賛
に
記
さ
れ
て

い
た
「
無
有
好
醜
」
の
願
よ
り
、
仏
教
思
想
と
美
の
一
致
に
至
っ
た
。
こ
の
浄
土

の
他
力
道
か
ら
得
た
確
信
は
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
い
て
、
日
本
浄
土
思
想
の

論
考
へ
と
繋
が
る
発
見
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
は
、
そ
の
日
本
浄
土

思
想
の
論
考
と
し
て
記
さ
れ
た
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
も
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う
少
し
を
み
て
い
き
た
い
。

四　
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
け
る
柳
の
仏
教
思
想
の
展
開

　

柳
は
、
当
初
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
影
響
か
ら
宗
教
思
想
に
興
味
を
抱
い
た
。

や
が
て
禅
宗
に
触
れ
、
晩
年
に
そ
の
思
想
は
、
浄
土
思
想
か
ら
の
影
響
を
強
く
受

け
、
柳
独
自
の
仏
教
美
学
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
思
想
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
仏
教
美
学
の
集
大
成
と
い
え
る
の
が
、『
美
の
法
門
』
を
含
む
浄
土
四
部
作

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
よ
り
も
、
仏
教
思
想
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
著
作

が
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
で
あ
る
。『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
は
雑
誌
『
大
法
輪
』
に

一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
八
月
か
ら
一
九
五
四
（
昭
和
二
十
九
）
年
に
か
け

て
連
載
さ
れ
、
こ
れ
は
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
か
ら
な
る
浄
土
門
の
祖
師
た
ち
の
思

想
を
深
く
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
一
遍
の
思
想
を
「
不
二
」
の
思
想
と
し
て

把
握
し
、
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
を
目
的
と
し
て
お
ら

ず
、
一
般
書
と
し
て
、
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
目
的
と
し
て
、

柳
の
序
で
は
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
の
序
で
、
以
下
、
主
題
と
し
て
三
つ
の
目
的
と

し
て
あ
げ
て
い
る
。

①
よ
り
広
く
若
者
に
も
仏
教
を
親
し
ま
せ
る
た
め
に
、
仏
教
専
門
書
の
よ
う
な

難
解
な
仏
教
用
語
や
思
想
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
平
易
な
文
章
で
説
明
す

る
。

②
浄
土
思
想
史
に
お
け
る
一
遍
上
人
の
位
置
を
整
理
す
る
こ
と
。

③
他
力
門
と
自
力
門
と
の
上
下
や
左
右
の
別
を
つ
く
ら
ず
、「
自
他
の
二
」
を
消

す
こ
と
。

　

こ
の
目
的
に
従
う
と
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
は
、
研
究
を
目
的
と
し
た
学
術
論
文

で
は
な
い
が
、
時
宗
の
祖
で
あ
る
一
遍
上
人
を
位
置
づ
け
る
こ
と
や
他
力
門
と
自

力
門
と
の
「
自
他
の
二
」
を
消
す
こ
と
と
い
っ
た
仏
教
に
対
す
る
深
い
理
解
と
洞

察
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
美
と
宗
教
を
結
び
付
け
る
基
と
な
り
、

「
下
手
物
」
と
呼
ば
れ
る
無
銘
品
に
対
し
て
美
を
求
め
た
柳
の
民
芸
運
動
の
基
盤

を
裏
付
け
る
著
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
著
は
、
仏

教
美
学
の
根
拠
と
し
な
が
ら
、
全
面
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
一
遍

を
中
心
と
し
た
日
本
浄
土
教
三
祖
師
の
思
想
的
発
展
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
柳
の
「
不
二
」
思
想
の
展
開
を
考
察
す
る
た
め
に
、
柳
の
日
本
浄
土
教

三
祖
師
に
関
す
る
見
解
を
み
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
著
の
特
色
と
問
題
点
を
整
理
し
て
い
く
と
、
特
色
と
し
て
、
以
下

の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
浄
土
思
想
を
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
と
段
階
を
設
け
て
、
論
を
展
開
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
浄
土
教
の
各
宗
門
の
個
別
的
教
理
に
よ
る
理
解

で
は
な
く
、
浄
土
思
想
そ
の
も
の
を
総
合
的
に
把
握
し
よ
う
展
開
し
て
い
る
。

②
浄
土
門
三
祖
師
の
中
で
も
、
一
遍
に
重
点
に
お
き
、
二
元
的
概
念
に
と
ら
わ

れ
な
い
「
不
二
」
の
思
想
か
ら
論
理
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
げ
て
み
る
。

①
の
問
題
点
と
し
て
は
、
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
展
開
が
、

細
部
ま
で
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
宗
派
ご
と
の
個
性
的
教
養
の

特
色
が
失
わ
れ
て
い
る
。

②
の
問
題
と
し
て
は
、
浄
土
思
想
に
お
け
る
「
不
二
」
思
想
の
展
開
が
一
遍
だ

け
を
特
色
と
す
る
思
想
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
点
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
問
題
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
数
多
い
章
の
中
で
も
法
然
・
親
鸞
・

一
遍
の
三
祖
師
の
思
想
が
顕
著
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
南
無
阿
弥
陀

仏
』
の
「
来
迎
不
来
迎
」
の
章
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
ま
ず
日
本
浄

土
思
想
の
三
祖
師
の
来
迎
観
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
、
最
初
に
法
然
・
親
鸞
・
一

遍
の
来
迎
観
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
た
。

①
法
然
の
「
臨
終
往
生
」

　

法
然
は
、
臨
終
時
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
あ
る
と
す
る
「
臨
終
往
生
」
を
説
い

た
。
日
頃
の
念
仏
の
行
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
臨
終
に
際
し
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎

で
往
生
で
き
る
と
す
る
。『
逆
修
説
法
』
に
お
い
て
、

し
か
れ
ば
即
ち
深
く
往
生
極
楽
の
志
あ
ら
ん
人
は
、
来
迎
引
接
の
形
像
を
造

り
奉
り
て
、
即
ち
来
迎
引
接
の
誓
願
を
仰
ぎ
た
て
ま
つ
る
べ
き
者
な
り
。
そ

の
来
迎
引
接
の
願
と
は
、
即
ち
こ
の
四
十
八
願
中
の
第
九
願
な
り
。
人
師
こ

れ
を
釈
す
る
に
、
多
義
あ
り
。
先
ず
臨
終
正
念
の
た
め
に
来
迎
し
た
ま
え
り
。

（
中
略
）
称
讃
浄
土
経
に
は
「
慈
悲
加
祐
し
て
心
を
し
て
乱
れ
ざ
ら
し
む
。

既
に
命
を
捨
て
已
り
て
、
即
ち
往
生
を
得
て
、
不
退
転
に
住
す
」
と
説
き
、

阿
弥
陀
経
に
は
「
阿
弥
陀
仏
、
諸
の
聖
衆
と
と
も
に
、
現
に
そ
の
人
の
前
に

ま
し
ま
す
。
こ
の
人
、
終
ら
ん
と
す
る
時
、
心
顚
倒
せ
ず
し
て
、
即
ち
阿
弥

陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
」、
と
説
け
り
。
令
心
不
乱
と
心

不
顚
倒
と
は
、
即
ち
正
念
に
住
せ
し
む
る
の
義
な
り
。
し
か
れ
ば
臨
終
正
念

な
る
が
故
に
来
迎
し
た
も
う
に
は
あ
ら
ず
。
来
迎
し
た
も
う
故
に
臨
終
正
念

な
り
と
い
う
義
明
ら
か
な
り
。
在
生
の
間
往
生
の
行
成
就
せ
ん
人
は
、
臨
終

に
必
ず
聖
衆
の
来
迎
を
得
べ
し
、
来
迎
を
得
る
時
、
惣
ち
に
正
念
に
住
す
べ

し（
９
）。

と
説
い
た
。
つ
ま
り
、
臨
終
の
時
に
正
し
い
思
い
が
起
こ
る
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀

仏
が
来
迎
す
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
臨
終
時
に

正
し
い
思
い
が
起
る
の
で
あ
る
と
し
た
。

②
親
鸞
の
「
平
生
業
成
」

　

親
鸞
は
、
平
生
か
ら
信
心
を
定
め
れ
ば
、
往
生
を
臨
終
に
限
る
必
要
が
な
い
と

す
る
「
平
生
業
成
」
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、
往
生
の
際
に
、
来
迎
を
待
た
な
い
と

す
る
「
不
来
迎
」
の
立
場
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
「
来
迎
」
よ
り

も
行
者
の
「
信
」
が
中
心
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
日
常
の
念
仏
は
、
行
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
感
謝
を
示
す
報
恩
の
念
仏
で
あ
る
と
説
く
。『
末
燈
抄）

（1
（

』

に
お
い
て
は
、

　

来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
。
自
力
の
行
者
な
る
が
ゆ
へ
に
。
臨
終
と
い
ふ

こ
と
は
諸
行
往
生
の
ひ
と
に
い
ふ
べ
し
。
い
ま
だ
真
実
の
信
心
を
ゑ
ざ
る
が

ゆ
へ
な
り
。
ま
た
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
の
は
じ
め
て
善
智
識
に
あ
ふ
れ
て
、

す
ゝ
め
ら
る
ゝ
と
き
に
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
真
実
信
心
の
行
者
は
、
摂
取
不

捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
臨
終
ま
つ
こ
と
な

し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る

な
り
。
来
迎
の
儀
式
を
ま
た
ず
。

と
説
い
た
。
往
生
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
来
迎
」
を
待
つ
の
で
は
な
く
、「
信
」
が
定

ま
っ
た
時
に
決
定
す
る
と
い
う
「
不
来
迎
」
の
立
場
を
取
っ
た
。
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③
一
遍
の
「
臨
終
即
平
生
」

　

一
遍
は
、
臨
終
も
平
生
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
に
お
い
て
は
、
別
を
と

ら
な
い
と
い
う
「
平
生
即
臨
終
」
を
説
い
た
。
臨
終
と
は
名
号
を
唱
え
る
そ
の
瞬

間
で
あ
り
、
平
生
の
一
瞬
一
瞬
が
臨
終
の
連
続
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
あ

る
と
し
た
。
つ
ま
り
信
不
信
に
問
わ
ず
、
念
仏
そ
の
も
の
が
往
生
だ
と
す
る
。
そ

こ
に
は
、
法
然
・
親
鸞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
滅
罪
や
自
己
へ
の
内
省
と
い
っ
た
も

の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
信
不
信
を
問
わ
ず
、
も
う
す
で
に
往
生
が
決
定
し

て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
の
「
来
迎
不
来
迎
」

の
章
と
比
較
し
、
柳
思
想
の
特
徴
を
捉
え
る
と
す
る
。

　
「
来
迎
不
来
迎
」
の
章
か
ら
は
、「
来
迎
」
と
大
き
く
関
連
す
る
「
往
生
」
の
問

題
か
ら
「
信
不
信
」、「
自
力
他
力
」
の
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

柳
の
示
す
「
来
迎
不
来
迎
」
に
関
す
る
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
、

最
初
に
、
柳
が
示
す
三
祖
師
の
来
迎
観
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
。

①
法
然
は
、
阿
弥
陀
仏
が
行
者
に
向
か
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
往
生
す
る
と

い
う
「
来
迎
」
の
立
場
を
取
る
。
そ
し
て
、
臨
終
に
往
生
を
定
め
た
。
阿
弥

陀
仏
の
来
迎
な
く
し
て
、
往
生
が
成
立
し
な
い
と
す
る
。

②
親
鸞
は
、
来
迎
自
体
を
否
定
し
、
往
生
を
行
者
の
信
心
の
決
定
の
瞬
間
に
定

め
た
。
ま
た
、
平
生
に
往
生
の
瞬
間
を
定
め
た
。「
不
来
迎
」
の
立
場
を
取
る
。

③
一
遍
は
、
阿
弥
陀
仏
と
行
者
が
一
体
を
な
し
、
二
つ
に
離
す
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
と
し
た
。
往
生
を
平
生
に
も
臨
終
に
も
限
ら
ず
、
名
号
を
唱
え
た
瞬

間
に
定
め
た
。
柳
は
こ
れ
を
「
常
来
迎
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
目
の
問
題
は
、
親
鸞
の

「
不
来
迎
」
の
問
題
で
あ
る
。
往
生
に
際
し
、
阿
弥
陀
仏
の
「
来
迎
」
を
待
つ
の

で
は
な
く
、
行
者
自
ら
の
「
信
」
に
即
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
「
他

力
」
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
行
者
の
自
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
え
る
。

　

二
つ
目
は
、
一
遍
の
来
迎
観
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
柳
は
、
一
遍
の
「
念
々

の
臨
終
」
を
「
常
来
迎
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
が
常
に
来

迎
す
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
行
者
が
来
迎
を
待
た
ず
し
て
常
に
往
生
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
念
仏
を
唱
え
た
と
き
に
、
阿
弥
陀

仏
が
来
迎
し
て
往
生
す
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
を
唱
え
た
瞬
間
に
、
す
で
に
往
生

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、柳
が
表
現
し
た
よ
う
な「
常

来
迎
」
は
、
む
し
ろ
「
常
往
生
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
来
迎
」
と
い
う
立
場
か
ら
考

え
る
と
親
鸞
の
「
不
来
迎
」
観
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
柳
宗
悦
の
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
を
検
討
し
て
い
く
と
、
様
々

な
特
徴
が
み
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
柳
の
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
の
特
徴
と
日
本
浄

土
教
に
お
け
る
各
宗
学
で
の
教
義
と
の
比
較
研
究
は
少
な
く
、
宗
学
側
か
ら
み
た

柳
の
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
関
す
る
明
確
な
評
価
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
学
術
的
な
範
囲
内
で
は
な
い
が
、
柳
の
思
想
へ
の
間
接
的
な
評
価

や
批
判
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
現
在
み
ら
れ
る
浄
土
教
学

に
お
け
る
柳
の
評
価
を
み
て
い
く
と
す
る
。

五　

柳
宗
悦
の
一
遍
観
に
対
す
る
浄
土
教
学
か
ら
の
評
価

　

柳
宗
悦
と
仏
教
思
想
に
対
す
る
研
究
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
民
藝
を
中
心
と
し
た
美

学
研
究
と
比
較
す
る
と
乏
し
い
と
い
え
る
。
特
に
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
が
提
示
し

た
柳
の
一
遍
の
見
解
観
に
対
す
る
時
宗
教
学
か
ら
の
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
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ま
り
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
教
学
研
究
か
ら
全
く
柳
の
一
遍
観
を
無
視
し
た
の

で
は
な
く
、
寸
評
的
な
言
及
に
止
ま
っ
て
い
る
、
ま
た
は
影
響
を
受
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
の
言
及
箇
所
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
あ
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
大
橋
俊
雄
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

六
字
の
名
号
は
一
遍
の
法
な
り
と
は
、
六
字
が
本
願
名
号
で
あ
り
、
六
字
に

本
願
が
凝
集
し
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
意
味
は
な
い
。
一
遍
は
一
遍

の
称
名
、
一
声
、
一
称
、
六
字
名
号
、
一
念
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
を
用
い
て

い
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
一

念
と
い
い
、
一
遍
と
い
っ
て
も
、
た
だ
一
回
か
ぎ
り
の
念
仏
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
只
今
の
念
仏
で
あ
り
、
時
々
刻
々
の
称
名
で
あ
っ
て
、
柳
宗
悦
氏

は
只
管
念
仏
と
い
っ
て
い
る
。

（
中
略
）
一
遍
は
「
念
仏
の
機
に
三
品
あ
り
、
上
根
は
妻
子
を
帯
し
、
家
に

在
り
な
が
ら
、
著
せ
ず
し
て
往
生
す
。
中
根
は
妻
子
を
す
つ
る
と
い
え
ど
も
、

住
処
と
衣
食
と
を
帯
し
て
、
著
さ
ず
し
て
往
生
す
。
下
根
は
万
事
を
捨
離
し

て
往
生
す
。
我
等
は
下
根
の
も
の
な
れ
ば
、
一
切
を
捨
ず
ば
定
め
て
臨
終
に

諸
事
に
著
し
て
、
往
生
を
し
損
す
べ
き
な
り
と
思
う
故
に
、
か
く
の
ご
と
く

行
ず
る
な
り
。
よ
く
〳
〵
心
に
思
量
す
べ
し
。」（『
語
録
』
巻
下
）
と
述
べ
て
、

一
所
不
住
の
捨
聖
の
立
場
か
ら
、
専
修
念
仏
者
の
位
置
づ
け
を
す
る
と
と
も

に
、
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
立
場
を
見
つ
め
、
万
事
を
捨
て
て
往
生
を
志
し

て
い
る
一
遍
は
下
根
の
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ

れ
の
機
根
を
も
つ
人
に
つ
い
て
、
柳
宗
悦
氏
は
上
根
を
親
鸞
、
中
根
を
法
然
、

下
根
を
一
遍
に
あ
て
て
い
る
（『
南
無
阿
弥
陀
仏
』）。

　

ま
た
、
今
井
雅
晴
氏
は
、
岩
波
文
庫
版
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』「
解
説
」）

（2
（

に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
一
遍
上
人
研
究
か
ら
い
え
ば
、
次
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

第
一
は
、
一
遍
上
人
を
浄
土
信
仰
史
上
最
高
の
頂
上
に
到
達
し
た
も
の
と
し

て
評
価
し
た
こ
と
。
柳
が
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
を
発
表
し
た
昭
和
二
十
年
代

後
半
は
、
実
は
一
遍
上
人
と
時
宗
が
注
目
さ
れ
か
け
て
い
る
途
上
で
あ
っ
た
。

本
書
は
そ
れ
を
一
段
と
推
し
進
め
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。（
中
略
）

　

第
二
は
、
一
遍
上
人
の
思
想
を
わ
か
り
や
す
く
、
論
理
的
に
分
析
し
た
こ

と
。
私
事
で
あ
る
が
、
か
つ
て
一
遍
上
人
の
思
想
を
ど
う
把
握
す
る
か
で
苦

慮
し
て
い
た
私
は
、
思
い
出
し
て
本
書
を
ひ
も
と
き
、
急
な
坂
道
を
初
め
は

ず
る
ず
る
と
後
に
は
転
げ
落
ち
る
よ
う
に
、
本
書
に
引
き
込
ま
れ
た
。
そ
の

時
の
驚
き
と
感
動
と
は
今
で
も
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
が
示
す
よ
う
に
、
大
橋
氏
と
今
井
氏
は
、
共
に
柳
の
一
遍
観
に
対
し
て

の
否
定
で
は
な
く
、
肯
定
的
な
受
け
止
め
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

他
に
も
、
河
野
憲
善
氏
に
よ
る
「
一
遍
教
学
に
お
け
る
一
念
の
意
義
に
つ
い
て
」）

（3
（

に
お
い
て
柳
の
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
論
に

お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
考
察
が
見
出
せ
る
。
以
下
、
引
用
を
キ
ー
ワ
ー
ド
別
に

分
類
し
、
引
用
す
る
。
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Ⅰ　

永
遠
の
今

①
上
人
に
は
只
今
の
念
仏
の
外
に
念
仏
は
な
い
、
正
し
く
あ
り
よ
う
が
な
い
。

念
仏
は
い
つ
で
も
当
体
の
念
仏
で
あ
り
、
そ
の
当
体
の
一
念
に
、
大
悲
本
願

が
あ
り
、
衆
生
は
絶
対
的
真
理
者
に
触
れ
衆
生
性
を
か
な
ぐ
り
捨
て
る
。
現

在
は
永
劫
の
今
に
あ
り
、
時
と
永
遠
と
が
瞬
間
に
相
触
れ
る
今
で
あ
る
。
時

間
は
本
質
的
に
現
在
の
現
在
、
哲
学
的
宗
教
的
内
的
行
為
と
そ
の
直
観
に
内

在
す
る
。（
中
略
）
宗
教
的
価
値
、
そ
れ
は
永
遠
の
今
に
お
い
て
点
で
あ
る
と

と
も
に
広
が
り
を
も
つ
、
パ
ス
カ
ル
の
譬
を
引
け
ば
周
辺
な
く
し
て
い
た
る

所
が
中
心
と
な
る
無
限
大
の
円
で
あ
り
、
只
今
を
中
心
と
し
て
無
時
間
的
構

造
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。 

（
一
六
八
～
一
六
九
頁
）

②
さ
て
一
遍
上
人
は
、
永
遠
の
今
に
落
居
し
て
、
当
体
の
念
仏
を
如
何
に
説
い

た
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
こ
こ
に
無
量
の
念
と
あ
る
は
概
念
措
定
に
あ
る
も

の
で
あ
り
、
本
願
名
号
は
機
に
つ
い
て
も
法
に
つ
い
て
も
思
惟
範
疇
に
あ
る

も
の
で
は
な
い
。
機
と
は
客
観
的
な
衆
生
性
と
見
る
よ
り
も
、
自
な
る
も
の

と
知
る
べ
き
で
あ
り
、
自
が
端
的
の
一
念
に
光
被
さ
れ
、
永
遠
の
今
の
流
動

す
る
と
こ
ろ
、
念
々
の
念
仏
は
、
念
々
の
往
生
と
な
る
。

 

（
一
八
〇
～
一
八
二
頁
）

Ⅱ　

只
管
念
仏

①
称
名
全
一
、
只
管
念
仏
こ
そ
一
遍
上
人
の
念
仏
で
あ
る
。

②
そ
の
当
体
の
一
念
、
只
今
の
称
名
の
ほ
か
に
臨
終
あ
る
べ
か
ら
ず
、
臨
平
一

致
の
只
管
念
仏
で
あ
る
。

河
野
氏
は
後
に
時
宗
法
主
と
な
る
時
宗
教
学
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
一

遍
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
「
只
管
念
仏
」、「
永
遠
の
今
」
な
ど
の
術
語
を
用
い
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
術
語
は
、
柳
が
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
や
『
宗
教
と
そ
の
真
理）

（4
（

』

な
ど
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
用
し
て
い
た
語
で
あ
る
。
以
下
、
柳
が
著
作
中
で

使
用
し
た
術
語
を
列
挙
す
る
。

Ⅰ　

永
遠
の
今

①
歳
月
に
時
間
を
読
む
の
で
は
な
い
、
歳
月
を
絶
し
て
こ
そ
時
間
が
あ
る
の
で

あ
る
。
打
ち
続
く
が
故
の
永
遠
で
は
な
い
、
一
時
即
ち
こ
の
同
時
が
永
遠
で

あ
る
。（
中
略
）
即
ち
「
永
遠
の
今
」'Eternal N

ow
'

と
云
う
事
が
彼
等
の

認
め
た
絶
対
時
で
あ
っ
た
。

（「
宗
教
と
そ
の
真
理
」
一
〇
五
頁
）

②
永
遠
が
瞬
時
と
一
つ
な
る
時
眞
の
時
間
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
永
遠
の

今
」
と
は
此
意
を
傳
へ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
は
過
去
も
未
來
も
あ
り
得

な
い
の
で
あ
る
。

（「
宗
教
と
そ
の
真
理
」
一
〇
七
頁
）

Ⅱ　

只
管
念
仏

①
只
管
念
仏
に
つ
い
て
は
、大
橋
俊
雄
氏
も
「
只
今
の
念
仏
で
あ
り
、時
々
刻
々

の
称
名
で
あ
っ
て
、
柳
宗
悦
氏
は
只
管
念
仏
と
い
っ
て
い
る）

（5
（

。」
と
述
べ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
が
示
す
よ
う
に
、
河
野
氏
は
柳
の
一
遍
観
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
推
察
さ
れ
、
時
宗
教
学
が
柳
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
事
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
肯
定
的
な
評
価
や
受
容
が
見
ら
れ
る
一
方
に
お
い
て
浄
土
真
宗
教
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学
の
立
場
に
あ
る
阿
満
利
麿
氏
は
、『
法
然
の
衝
撃　

日
本
仏
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル）

（6
（

』

に
お
い
て
、
柳
に
お
け
る
一
遍
の
歴
史
的
位
置
付
け
に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い

る
。

一
遍
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、「
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
」
と
、
専
修
念
仏
の

系
譜
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
法
然
に
よ
っ
て
創

始
さ
れ
た
専
修
念
仏
は
、
そ
の
後
親
鸞
、
さ
ら
に
一
遍
を
経
て
発
展
、
あ
る

い
は
完
成
し
た
と
い
う
論
で
あ
る
。
柳
宗
悦
の
『
南
無
阿
弥
陀
仏
・
一
遍
上

人
』
や
、
唐
木
順
三
の
『
無
常
』
が
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
書
か
れ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
だ
が
、
一
遍
の
浄
土
教
は
、
専
修
念
仏
の
影
響
を
深
く
受
け
て

い
る
が
、
専
修
念
仏
の
範
疇
に
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一

遍
は
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
に
生
き
た
空
也
（
九
〇
三

―
九
七
二
）
や
、
ま
た
融
通
念
仏
を
主
宰
し
た
良
忍
の
系
譜
に
連
な
る
人
物

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
と
り
わ
け
私
が
注
目
す
る
の
は
、
苦
行
主

義
で
あ
る
。
一
遍
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
遊
行
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。（
中

略
）
専
修
念
仏
か
ら
い
え
ば
、
名
号
を
唱
え
る
こ
と
が
、
安
心
の
必
要
に
し

て
十
分
な
条
件
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
遍
は

遊
行
と
い
う
苦
行
を
己
れ
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
遊
行
に
よ
っ
て
、
無
執
着

の
境
涯
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
は
、
専
修
念
仏
と
は

関
係
の
な
い
求
道
で
あ
り
、
ヒ
ジ
リ
の
伝
統
に
よ
る
と
い
う
し
か
な
い
。

　

ヒ
ジ
リ
が
苦
行
に
身
を
さ
ら
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己

の
罪
を
あ
が
な
う
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
験
力
・
呪
力
を
身
に
つ
け
る
た
め

で
あ
っ
た
。

　

法
然
が
、
ま
た
親
鸞
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
も
信
じ
な
く
て
も
、

名
号
さ
え
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
と
果
た
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
、
往
生
の
条
件
と
し
て
我
執
を
離
れ
よ
と
い
う
こ
と
が
、
あ
げ
ら
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
に
お
い
て
は
、
本
願
を
頼
み
と
す
る
以
外
に
救
わ
れ

よ
う
が
な
い
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
が
、
他
力
に
よ
る
救
済
の
出
発
点
で
あ
っ

た
。
本
願
を
信
じ
て
念
仏
す
る
こ
と
が
、
専
修
念
仏
な
の
で
あ
る
。
一
遍
は
、

そ
れ
を
無
視
す
る
。
名
号
が
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。　
　
　
（
傍
線
部
、筆
者
）

　

阿
満
氏
が
柳
の
一
遍
観
に
関
す
る
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
次

の
三
点
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
浄
土
仏
教
史
的
視
点
へ
の
批
判
で
あ
る
。
柳
は
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』

の
「
附　

時
宗
文
献）

（7
（

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

私
は
こ
の
論
篇
で
、
一
遍
上
人
の
信
仰
が
浄
土
系
の
思
想
に
於
て
如
何
に
大

切
な
位
置
を
占
め
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

正
当
な
歴
史
的
位
置
を
一
遍
に
贈
る
こ
と
が
私
の
仕
事
で
あ
つ
た
。
従
来
は

法
然
か
ら
親
鸞
に
進
む
こ
と
に
歴
史
の
意
義
を
見
た
が
、
日
本
の
浄
土
思
想

は
更
に
一
遍
へ
と
進
む
こ
と
に
於
て
、
そ
の
使
命
を
完
成
さ
せ
た
と
云
は
ね

ば
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
柳
の
一
遍
が
法
然
・
親
鸞
の
系
統
に
続
く
と
す
る
歴
史
的

位
置
づ
け
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
阿
満
氏
の
主
張

は
、「
一
遍
の
浄
土
教
は
、
専
修
念
仏
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
が
、
専
修
念
仏
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の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
遍
は
自
ら
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
平
安
時
代
中
期
に
生
き
た
空
也
（
九
〇
三
―
九
七
二
）
や
、
融
通
念
仏
を

主
宰
し
た
良
忍
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
一
遍
の

浄
土
教
史
的
位
置
付
け
を
専
修
念
仏
で
は
な
く
、
空
也
の
ヒ
ジ
リ
念
仏
の
系
統
に

連
な
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
中
村
敬
三
氏）

（8
（

も
同
様
に
、

常
行
念
仏
を
口
称
の
念
仏
と
し
て
比
叡
山
に
展
開
し
た
源
信
に
対
し
て
、
空

也
は
常
行
念
仏
を
一
個
の
独
立
し
た
信
仰
賭
し
て
市
井
に
宣
布
し
た
。
こ
の

空
也
の
念
仏
は
、
鎌
倉
後
期
の
一
遍
に
影
響
し
た
。

と
記
し
て
お
り
、
浄
土
教
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
は
、

正
当
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

第
二
は
、
苦
行
主
義
に
お
い
て
、
一
遍
は
「
専
修
念
仏
の
範
疇
」
で
は
な
く
、

空
也
の
よ
う
な
「
ヒ
ジ
リ
」
の
系
譜
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
阿
満
氏
の
指
摘
は
、
捨
聖
と
し
て
の
遊
行
を
実
践
し
た
一
遍
と
い
う
点
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
の
批
判
と
同
様
に
、
一
遍
を
専
修
念
仏
の

系
統
に
連
ね
る
矛
盾
点
を
ヒ
ジ
リ
性
の
系
統
の
立
場
か
ら
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヒ
ジ
リ
性
を
中
心
と
し
た
見
解
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問

が
生
じ
る
。
第
一
に
、
一
遍
の
遊
行
の
目
的
は
、
阿
満
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

な
「
苦
行
」
の
た
め
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
遊
行
行
為
が
ヒ

ジ
リ
性
に
み
ら
れ
る
「
自
己
の
罪
を
あ
が
な
う
」
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。「
自
己
の
罪
を
あ
が
な
う
た
め
」
に
遊
行
す
る
な
ら
ば
、
民
衆
に

対
し
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
札
を
配
る
必
要
性
が
生
じ
る
の
か
。
そ
し
て
、

第
三
が
一
遍
の
念
仏
が
「
験
力
・
呪
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
い
う

点
で
あ
る
。

　

一
遍
の
遊
行
が
、
空
也
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
継
い
で
い
る
点
に
お
い
て
、

阿
満
氏
の
見
解
に
正
当
性
を
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
阿
満
氏
が
「
自
己
の
罪
を
あ

が
な
う
」
や
「
験
力
・
呪
力
を
見
に
つ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
す
る
ヒ
ジ
リ
像

自
体
が
正
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ジ
リ

像
の
基
と
な
る
空
也
像
自
体
に
い
く
つ
か
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
ジ
リ
性
に
関
し
て
は
様
々
な
特
徴
が
示
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
空
也
の
ヒ
ジ
リ
性
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
す
る
。

ⅰ
井
上
光
貞
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究）

（9
（

』

空
也
の
念
仏
に
つ
い
て
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、（
中
略
）
民
間
呪
術
宗
教
的

性
格
を
示
し
、（
中
略
）
踊
念
仏
な
ど
、
後
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
民

間
念
仏
と
通
ず
る
点
、（
中
略
）
そ
れ
は
狂
躁
的
エ
ク
ス
タ
シ
ア
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
そ
れ
が
民
族
宗
教
的
形
態
を
と
っ
た
の
は
む
し

ろ
自
然
で
あ
り
、
空
也
の
、
し
た
が
っ
て
当
時
の
民
間
の
浄
土
教
は
、
民
族

的
要
素
を
濃
厚
に
も
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
う
。

ⅱ
重
松
明
久
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究）

21
（

』

称
名
念
仏
に
つ
と
め
な
が
ら
、
臨
終
の
時
、
こ
れ
を
称
し
た
と
い
わ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
か
れ
の
念
仏
が
、
往
生
の
た
め
の
滅
罪
善
的
善
根
と
し
て
の
称

名
念
仏
で
は
な
く
、
般
若
系
の
信
心
を
獲
得
し
た
の
ち
、
自
ら
ほ
と
ば
し
り

出
た
称
名
で
あ
っ
た
が
た
め
か
と
お
も
う
。（
中
略
）
利
他
行
こ
そ
空
也
の
志
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願
で
あ
っ
た
。

ⅲ
名
桑
崇
「
天
台
宗
と
浄
土
教
―
空
也
を
め
ぐ
っ
て
―）

2（
（

」

空
也
の
念
仏
の
系
統
は
具
体
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
空
也
は
口

に
常
に
弥
陀
仏
を
唱
え
て
間
髪
を
入
れ
な
か
っ
た
、
と
い
い
、
弥
陀
の
浄
土

を
見
た
い
、
と
欲
し
て
教
説
に
違
わ
ぬ
浄
土
の
荘
厳
を
夢
み
た
、
と
い
う
か

ら
、
念
仏
の
形
態
か
ら
推
し
て
、
そ
れ
は
や
は
り
不
断
念
仏
の
系
譜
に
お
い

て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ⅳ
石
井
義
長
『
空
也
上
人
の
研
究
―
そ
の
行
業
と
思
想）

22
（

』

「
称
二

南
無
阿
弥
陀
仏
一

」
の
念
仏
は
単
に
自
己
の
往
生
や
菩
提
を
求
め
る
口

業
で
は
な
く
、
市
井
の
人
々
を
勧
化
し
て
安
心
の
道
へ
導
く
利
他
実
践
の
行

と
し
て
営
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
期
成
仏
教
と
薄
縁
の
凡
下
万
人
の
た

め
の
「
忘
己
利
他
」
の
実
践
は
、
観
念
的
な
「
山
の
念
仏
」
の
世
界
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
つ
ま
り
空
也
の
念
仏
は
、「
山
の
念

仏
」
を
里
に
下
し
た
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
な
図
式
に
お
い
て
理
解
す
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
行
と
し
て
自
己
確
立
さ
れ
た
仏
業
と
し

て
の
易
行
念
仏
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
空
也
の
念
仏
を
専
修
念
仏
の
先
駆
け
と
す
る
見
解
か
ら
み
れ
ば
、
一

遍
を
専
修
念
仏
の
系
統
と
し
て
連
ね
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
石
井
氏
の
「
空
也
の
念
仏
は
、「
山
の
念
仏
」
を
里
に
下
し
た
と
い
う
よ
う

な
形
式
的
な
図
式
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
行

と
し
て
自
己
確
立
さ
れ
た
仏
業
と
し
て
の
易
行
念
仏
で
あ
っ
た
」
と
す
る
見
解
に

賛
同
す
る
と
す
れ
ば
、
一
遍
の
遊
行
は
民
衆
救
済
を
目
的
と
し
た
布
教
活
動
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
苦
行
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
察
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ヒ
ジ
リ
性
を
考
察
す
る
と
、
一
遍
に
対
す
る
阿
満
氏
の
見

解
は
、
一
遍
の
思
想
観
や
民
衆
救
済
の
た
め
の
遊
行
と
い
う
視
点
を
欠
い
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
空
也
の
念
仏
自
体
が
易
行
を
主
と
す
る

専
修
念
仏
の
系
統
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
一
遍
を
専
修

念
仏
の
系
統
に
置
く
と
す
る
柳
の
見
解
に
は
一
理
の
正
当
性
が
み
ら
れ
る
。

　

第
三
は
、
名
号
主
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
阿
満
氏
は
、
一
遍
が
専
修
念
仏
か
ら

逸
脱
し
て
い
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
名
号
中
心
主
義
を
あ
げ
て
い
る
。
阿
満
氏

は
、「
法
然
に
お
い
て
は
、
本
願
を
頼
み
と
す
る
以
外
に
救
わ
れ
よ
う
が
な
い
と
い

う
凡
夫
の
自
覚
が
、
他
力
に
よ
る
救
済
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
本
願
を
信
じ
て
念

仏
す
る
こ
と
が
、
専
修
念
仏
な
の
で
あ
る
。
一
遍
は
、
そ
れ
を
無
視
す
る
。
名
号

が
す
べ
て
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
一
遍
の
名
号
主
義
が
専
修
念
仏
を
否

定
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
遍
が
名
号
だ
け
を
中
心
と
し
、
本
願
を

信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
、
短
絡
的
な
結
論
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
、「
本
願
を
頼
み
と
す
る
以
外
に
救
わ
れ
よ
う
が
な
い
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
」

が
浄
土
思
想
に
お
い
て
の
必
要
条
件
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
遍
が
法
然
・
親

鸞
と
異
な
り
、「
本
願
を
頼
み
と
す
る
以
外
に
救
わ
れ
よ
う
が
な
い
と
い
う
凡
夫
の

自
覚
」
な
し
に
、
遊
行
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
遍
は
、
当
初
か
ら
我
執

を
離
れ
、「
信
不
信
」
を
問
わ
ず
、
遊
行
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
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一
遍
の
念
仏
は
、
専
修
念
仏
を
極
め
た
か
ら
こ
そ
到
達
し
た
境
地
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
思
想
的
軌
跡
を
追
う
こ
と
な
く
、
一
遍
を
法
然
・
親
鸞
か
ら
連
な
る
専

修
念
仏
の
系
統
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、「
播
磨
法
語
集
」）

23
（

の
中
に
、

又
云
、「
年
声
是
一
」
と
い
ふ
事
、
念
は
声
の
義
な
り
。
意
念
と
口
称
と
を
混

じ
て
一
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
声
と
念
と
一
体
な
り
。
一
体
と
い
ふ
は
南
無
阿

弥
陀
仏
な
り
。
名
号
の
外
に
念
声
全
く
な
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
遍
は
本
願
の
念
仏
を
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
す
ら
も

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
六
字
に
集
約
し
た
と
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

信
不
信
を
問
わ
ず
、
名
号
を
唱
え
れ
ば
、
救
わ
れ
る
と
説
い
た
か
ら
こ
そ
一
遍
が

法
然
・
親
鸞
の
発
展
で
あ
り
、
日
本
浄
土
教
の
極
致
で
あ
る
と
す
る
柳
の
主
張
に

は
正
当
性
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
阿
満
氏
が
示
し
た
見
解
を
検
討
す
る
と
、
遊
行
と
い
う
行
為
に

重
点
を
置
い
た
と
い
う
点
で
は
、
一
遍
を
ヒ
ジ
リ
の
系
統
と
す
る
正
当
性
が
み
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
の
み
で
一
遍
が
専
修
念
仏
の
流
れ
を
受
け
継
が
な
い
と

す
る
主
張
は
、
日
本
浄
土
教
の
思
想
的
発
展
を
考
察
す
る
上
で
は
適
さ
な
い
見
解

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
け
る
柳
の
法
然
・
親
鸞
・
一
遍
と
い
う
歴
史

的
位
置
付
け
を
考
察
し
、
柳
の
思
想
と
浄
土
教
学
に
与
え
た
影
響
を
検
証
し
た
。

特
に
、
阿
満
氏
の
柳
に
対
す
る
批
判
は
、
柳
の
思
想
に
関
す
る
議
論
は
学
術
的
研

究
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
柳
が
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
で
示
し
た
一

遍
が
我
執
か
ら
離
れ
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
極
み
に
な
り

え
た
と
す
る
柳
の
主
張
に
は
、
思
想
的
境
地
が
示
さ
れ
て
い
る
。

時
宗
教
学
に
お
い
て
柳
の
一
遍
観
が
肯
定
的
な
評
価
は
、『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
で
展

開
さ
れ
る
柳
の
主
張
が
美
学
の
理
念
と
し
て
の
仏
教
思
想
に
留
ま
ら
ず
、
仏
教
思

想
史
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

柳
宗
悦
が
展
開
し
た
仏
教
思
想
の
到
達
点
は
、
果
た
し
て
民
藝
を
裏
付
け
る
仏

教
美
学
と
い
う
面
だ
け
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
晩
年

の
柳
に
と
っ
て
、
仏
教
思
想
、
特
に
浄
土
思
想
と
の
出
会
い
は
、
仏
教
美
学
完
成

の
た
め
の
思
考
的
過
程
の
一
端
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
。

柳
が
晩
年
に
到
達
し
た
一
遍
を
中
心
と
し
た
「
不
二
」
か
ら
の
影
響
は
、
民
藝
の

美
学
的
理
論
の
基
盤
と
な
っ
た
が
、
そ
の
源
流
は
初
期
の
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
柳
の
思
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
絶
対
的
一
元
論
の
展

開
か
ら
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
元
を
超
え
た
絶
対
的
な
境
地
に
思
想
的
基

軸
を
定
め
て
い
た
柳
は
、
美
と
宗
教
の
一
致
を
仏
教
の
「
不
二
」
で
言
い
表
し
、

自
身
の
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
。『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
い
て
、
柳
は
、
宗
教

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
著
わ
し
て
い
る）

24
（

。

省
み
る
と
精
神
文
化
に
於
て
は
、
宗
教
よ
り
深
い
も
の
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
芸

術
も
そ
の
深
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
深
い
場
合
は
、
宗
教
的
な

深
さ
が
あ
る
た
め
だ
と
云
へ
よ
う
。
若
し
今
の
時
代
に
誇
る
も
の
が
少
な
い

長谷川倫子.indd   36長谷川倫子.indd   36 2023/02/20   8:36:062023/02/20   8:36:06



―　　―37

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
宗
教
に
乏
し
い
点
が
あ
る
か
ら
と
説
い
て
よ
く
は
な

い
か
。
考
え
る
と
、
日
本
に
仏
教
が
伝
は
ら
な
か
つ
た
ら
、
日
本
は
精
神
的

に
ど
れ
だ
け
の
深
み
を
持
ち
得
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柳
に
と
っ
て
の
仏
教
を
中
心
と
し
た
宗
教

思
想
は
、
自
身
の
思
想
の
構
築
に
お
い
て
の
基
盤
と
な
っ
た
。
ま
た
、『
南
無
阿
弥

陀
仏
』
の
後
に
執
筆
さ
れ
た
絶
筆
「
無
対
辞
文
化）

25
（

」
が
、
初
期
論
集
の
『
宗
教
と

そ
の
真
理
』
に
み
ら
れ
る
仏
教
思
想
の
宗
教
的
絶
対
一
元
論
と
酷
似
し
て
い
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
、
柳
の
思
想
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
一
貫
と
し
て
流
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
柳
の
仏
教
思
想
へ
の
思
索
の
展

開
は
、
今
日
ま
で
の
日
本
仏
教
の
教
学
か
ら
の
評
価
も
批
評
も
さ
れ
て
い
な
い
の

が
、
現
状
で
あ
る
。

　

昨
今
の
民
藝
へ
の
関
心
に
相
俟
っ
て
、
柳
宗
悦
へ
の
注
目
が
大
い
に
高
ま
っ
て

き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
柳
の
思
想
と
仏
教
思
想
の
関
係
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
民
芸
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
近
代
に
お
け
る
仏
教
思
想
に
対

す
る
評
価
を
知
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
状
で
は
民
藝
を
中

心
と
し
た
美
学
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異

な
っ
た
思
想
研
究
、
特
に
仏
教
思
想
研
究
か
ら
の
考
察
を
深
め
る
こ
と
で
、
柳
思

想
の
神
髄
を
解
き
明
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

註
記

（
１
）
柳
宗
悦
（
一
八
八
九
―
一
九
六
一
）
民
藝
運
動
の
創
始
者
。
美
術
評
論
家
、

宗
教
哲
学
者
。

（
２
）
「『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
は
、
宗
悦
の
信
美
一
如
の
思
想
が
益
々
深
く
愈
々
円

熟
を
加
え
て
来
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）そ
こ
に
は
、

宗
悦
の
浄
土
教
に
対
す
る
見
解
を
基
礎
と
し
た
新
た
な
宗
教
論
が
興
る
可

能
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
、
と
私
に
は
、
思
わ
れ
る
。」（『
日
本
民
俗
文
化
大

系
六　

柳
宗
悦
』、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
四
月
、
一
三
八
頁
。）

（
３
）
蝦
名
則
編
『
回
想
の
柳
宗
悦
』、
八
潮
書
店
、
一
九
七
九
年
七
月
。

（
４
）『
柳
宗
悦
全
集　

第
十
九
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
七
月
、
五
六
一
頁
。

（
５
）
柳
の
最
初
の
論
文
集
で
あ
る
『
宗
教
と
そ
の
真
理
』
に
お
い
て
は
、
禅
の

無
に
関
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
、
禅
籍
か
ら
の
引
用
も
多
い
。
柳
と
禅

と
の
関
連
は
、第
三
章
の
鈴
木
大
拙
と
の
関
連
に
お
い
て
深
く
言
及
す
る
が
、

浄
土
思
想
を
中
心
と
す
る
晩
年
の
著
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
に
お
い
て
も
禅

籍
引
用
並
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に
盤
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・
道
元
な
ど
と
い
っ
た
禅
僧
に
関
す
る
記
述
が
み
ら

れ
、
こ
の
時
期
に
培
わ
れ
た
禅
思
想
へ
の
関
心
は
、
晩
年
ま
で
続
い
た
」

と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月

（
７
）『
柳
宗
悦
全
集　

第
二
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
三
月

（
８
）
『
柳
宗
悦
全
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第
十
八
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
五
月
、
六
頁
、

所
収
。

（
９
）
大
橋
俊
雄
註
「
逆
修
説
法
」、『
法
然
全
集　

第
二
巻
』、
春
秋
社
、

一
九
八
九
年
十
二
月
、
八
頁
～
十
頁
。

（
10
）
石
田
瑞
麿
註
「
末
燈
抄
」（『
親
鸞
全
集　

第
四
巻
』、
春
秋
社
、
一
九
八
六

年
七
月
、
三
一
九
頁
～
三
二
〇
頁
。

（
11
）
上
田
良
準
・
大
橋
俊
雄
註
『
証
空　

一
遍
』、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
三
月
、
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三
五
一
頁
～
三
五
六
頁
。

（
12
）「
解
説
」（
柳
宗
悦
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
一
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、

三
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～
三
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一
頁
。

（
13
）
恵
谷
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先
生
古
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記
念
会
『
恵
谷
先
生
古
稀
記
念　

浄
土
教
の
思
想
と

文
化
』、
佛
教
大
学
、
一
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二
年
三
月
、
所
収
。

（
14
）『
柳
宗
悦
全
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第
二
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
三
月
、
所
収
。

（
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）
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大
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雄
註
『
証
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一
遍
』、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
三
月
、

三
五
一
頁
。

（
16
）
阿
満
利
麿
『
法
然
の
衝
撃　

日
本
仏
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
』、
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
五
年
十
一
月
。

（
17
）『
柳
宗
悦
全
集　

第
十
九
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
七
月
、
所
収
。

（
18
） 『
浄
土
仏
教
と
民
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』、
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
七
月
、
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八
九
頁
。
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）
山
川
出
版
社
、
一
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20
）
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六
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収
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、
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一
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所
収
。

（
22
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。
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書
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収
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。
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五 

柳
宗
悦
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、

一
九
八
七
年
二
月
）

中
見
真
理
『
柳
宗
悦 

時
代
と
思
想
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）

伊
藤
徹
『
平
凡
社
選
書
二
二
一 

柳
宗
悦 

手
と
し
て
の
人
間
』（
平
凡
社
、

二
〇
〇
三
年
六
月
）
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熊
倉
功
夫
・
吉
田
憲
司
編
『
柳
宗
悦
と
民
藝
運
動
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年

三
月
）

三
重
県
県
立
美
術
館
編
『「
平
常
」
の
美
・「
日
常
」
の
神
秘　

柳
宗
悦
展
』（
三
重

県
立
美
術
館
協
力
会
、
一
九
九
七
年
九
月
）

中
村
敬
三
『
浄
土
教
仏
教
と
民
衆
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
七
月
）

阿
満
利
麿
『
法
然
の
衝
撃 
日
本
仏
教
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五

年
十
一
月
）

石
井
義
長
『
空
也
上
人
の
研
究
―
そ
の
行
業
と
思
想
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
一

月
）

上
田
良
準
・
大
橋
俊
雄
『
証
空　

一
遍
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
三
月
）

梅
原
猛
『
梅
原
猛
著
作
集 

三 

美
と
宗
教
の
発
見
』（
集
英
社
、
一
九
八
二
年
一
月
）

梅
原
猛『
梅
原
猛
著
作
集 

十
九 

美
と
倫
理
の
矛
盾
』（
集
英
社
、一
九
八
二
年
一
月
）

鶴
見
俊
輔
「
解
説 

学
問
の
位
置
」（『
柳
宗
悦
全
集 
第
一
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
八
月
、
所
収
）

鶴
見
俊
輔
「
解
説 

重
心
の
移
動
」（『
柳
宗
悦
全
集 

第
三
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
九
月
、
所
収
）

由
良
君
美
「
解
説 

柳
思
想
の
始
発
点
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』」（『
柳
宗
悦
全

集 

第
四
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
六
月
、
所
収
）

鶴
見
俊
輔
「
解
説 

失
わ
れ
た
転
機
」（『
柳
宗
悦
全
集 

第
六
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
一
月
、
所
収
）

水
尾
比
呂
志
「
解
説 

戦
後
の
民
藝
運
動
」（『
柳
宗
悦
全
集 

第
十
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
二
年
八
月
、
所
収
）

鶴
見
俊
輔
「
解
説 

時
代
へ
の
視
線
」（『
柳
宗
悦
全
集 

第
二
十
巻
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
二
年
五
月
、
所
収
）

利
光
功
「
柳
宗
悦
の
民
藝
運
動
」（『
美
学 

一
二
七
巻
三
号
』、
美
学
会
、

一
九
七
六
年
十
二
月
、
所
収
）

佐
藤
洋
子
「
柳
宗
悦
の
思
想
形
成
と
民
芸
運
動
」（『
早
稲
田
大
学
日
本
語
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
紀
要 

十
五
号
』、
二
〇
〇
二
年
四
月
、
所
収
）

中
村
ひ
ろ
子
「
柳
宗
悦
―
ブ
レ
イ
ク
の
影
響
と
仏
教
へ
の
暦
程
」（『
福
岡
大
学
研

究
部
論
集
Ａ
、
人
文
科
学
編 

第
十
七
巻
第
一
号
』、
二
〇
〇
七
年
七

月
、
所
収
）

関
口
千
佳
「
無
対
辞
の
思
想
―
『
美
の
法
門
』（
柳
宗
悦
著
）
を
読
む
―
」（
近
畿
大

学
文
芸
論
学
部
論
集 

第
十
七
巻 

第
一
号
）、
二
〇
〇
七
年
七
月
、

所
収
）

河
野
憲
善
「
一
遍
教
学
に
お
け
る
一
念
の
意
義
に
つ
い
て
」（『
恵
谷
先
生
古
稀
記

念 

浄
土
教
の
思
想
と
文
化
』、
仏
教
大
学
、
一
九
七
二
年
三
月
、
所

収
）
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