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は
じ
め
に

「
恩
」
は
、
仏
教
的
諸
概
念
の
う
ち
で
も
特
に
東
ア
ジ
ア
の
人
々
に
と
っ
て
は
馴
染

み
深
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
漢
訳
の
仏
典
中
に
は
し
ば
し
ば
「
報
恩
」「
知
恩
」「
仏

恩
」
等
々
、
恩
に
ま
つ
わ
る
語
が
様
々
な
場
面
で
登
場
す
る
。
諸
仏
は
「
恩
を
知
り
、

恩
を
感
ず
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
と
ら
れ
、
恩
を
知
る
が
ゆ
え
に
恩

を
返
報
す
る
者
、
つ
ま
り
報
恩
す
る
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

報
恩
の
思
想
を
説
く
代
表
的
な
仏
典
の
例
に
、『
正
法
念
処
経
』
の
四
恩
（
母
恩
、

父
恩
、
如
来
恩
、
説
法
師
恩
）
や
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
の
四
恩
（
父
母
の
恩
、
衆

生
恩
、
国
王
恩
、
三
宝
恩
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
で
は
こ
の
四
恩
に
報
い
る
こ

と
が
重
要
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
出
世
間
の
教
え
で
あ
る
仏
教
が
、

父
母
な
ど
と
い
う
最
も
世
間
的
な
執
着
の
関
係
に
あ
る
対
象
へ
の
報
恩
を
説
く
こ
と

は
、
そ
の
教
え
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
本
稿
で
は
禅
僧
白
隠

（
一
六
八
六―

一
七
六
八
）
の
著
書
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
読
解
を
通
し
て
、
そ
の

報
恩
観
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
白
隠
に
お
い
て
、
報
恩
は
伝
法
に
関
連
す
る
重
要

な
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
諸
仏
は
見
性
（
自
己
の
本
性
を
見
徹

す
る
こ
と
、
さ
と
り
）
の
法
を
伝
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
修
行

者
は
公
案
に
参
じ
て
見
性
し
、
そ
の
さ
と
り
の
境
地
を
い
わ
ゆ
る
「
一
転
語
」、
も
し

く
は
「
末
後
の
一
句
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
ば
に
よ
っ
て
自
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
一
転
語
に
よ
っ
て
別
の
者
に
仏
法
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
。

一
転
語
と
は
、
そ
の
ひ
と
こ
と
に
よ
っ
て
禅
の
問
答
の
場
を
さ
と
り
の
は
た
ら
き
の

現
出
し
た
場
へ
と
転
換
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
白
隠
は
、
こ
の
一
転
語
を
修
行
者
が
示

す
こ
と
を
仏
祖
へ
の
報
恩
と
す
る
。
つ
ま
り
伝
法
を
報
恩
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ

る
。白

隠
の
こ
の
報
恩
を
め
ぐ
る
思
想
は
、
先
述
の
彼
の
著
書
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に

お
い
て
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
一
転
語
に
ま
つ
わ
る
古
則
公
案
が
複
数
引
用

さ
れ
、
一
転
語
の
打
出
こ
そ
が
見
性
（
さ
と
り
）
で
あ
る
と
い
う
白
隠
の
修
行
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
見
性
と
は
自
己
の
本
性
を
見
る
こ
と
、
も
の
ご
と
の
本
性
を
見
る
こ
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と
で
あ
り
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
さ
と
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
も
の
ご
と
の
本
性
は

縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
実
体
な
く
無
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
追
体

験
し
、
深
い
体
験
的
次
元
に
お
い
て
会
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
性
体
験
は
白
隠

に
よ
れ
ば
修
行
者
が
何
度
も
繰
り
返
し
て
経
験
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
禅

の
師
は
弟
子
に
見
性
の
法
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
見
性
が
一
転
語
を
通
じ
て
報
恩
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
様
子

は
、
後
で
白
隠
の
テ
キ
ス
ト
を
と
り
あ
げ
て
吟
味
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
「
報
恩
」

と
い
う
こ
と
ば
が
仏
教
に
お
い
て
有
し
て
き
た
意
味
を
整
理
し
て
お
く
。

一　

仏
教
に
お
け
る
「
恩
」

「
恩
」
の
語
源
的
な
意
味

「
報
恩
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
ま
ず
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
恩
と

し
て
受
け
取
る
も
の
は
何
か
、
ま
た
何
を
も
っ
て
そ
れ
に
報
い
る
の
か
と
い
う
恩
の
内

4

4

4

容4

で
あ
る
。
次
に
、
恩
を
報
い
る
の
は
誰
が
誰
に
す
る
の
か
と
い
う
報
恩
行
為

4

4

4

4

を
め
ぐ

る
主
体
と
客
体
の
問
題
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
先
ず
恩
の
語
源
的
な
意
味
に
つ
い
て
考

え
、
次
に
恩
の
内
容
の
仏
教
的
な
意
味
を
検
証
し
、
最
後
に
行
為
と
し
て
の
恩
の
問
題

を
考
え
る
。

さ
て
、
ま
ず
恩
の
語
源
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
漢
字
の
「
恩
」
は
、
古
代

中
国
に
お
い
て
、「
な
さ
け
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば

「
恩
愛
」
と
い
う
こ
と
ば
の
示
す
よ
う
に
愛
執
や
妄
執
と
い
っ
た
性
質
が
含
ま
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。「
恩
」
の
語
に
「
他
者
へ
の
恵
み
や
思
い
や
り
」
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
仏
典
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
伝
来
し
翻
訳
さ
れ
て
い
く

過
程
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

漢
字
で
「
恩
」
と
翻
訳
さ
れ
た
元
々
の
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
い
が
（
1
）

、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
四
つ
の
語
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
（
2
）

。
そ
の
四
つ
と
い
う
の
は
、
パ
ー
リ
語
のkata

（
「
な
さ
れ
た
る
」「
成
就

し
た
る
」
と
い
う
意
味
）、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のupak āra

（
利
益
、
資
助
、
助
成
）、

パ
ー
リ
語
のtan

・h ā

（
渇
愛
、
恩
愛
）、
そ
し
てpiya

（
父
母
な
ど
の
恩
愛
の
絆
）
で
あ

る
。
こ
の
う
ちkata

は
（
他
者
か
ら
自
分
へ
）
な
さ
れ
た
る
こ
と
、upak āra

は
（
自

ら
が
他
者
へ
と
）
資
助
し
た
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、

こ
れ
ら
二
つ
は
社
会
的
な
倫
理
と
し
て
人
間
に
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
たtan

・h ā

やpiya

は
、
そ
れ
ぞ
れ
渇
愛
・
妄
執
や
対
象
へ
の
愛
着
を
意
味
に
含
む
も
の
で
あ
り
、

仏
教
を
修
す
る
出
家
者
に
と
っ
て
は
断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恩
で
あ
る
と
い
え
る
。

要
す
る
に
、
漢
字
で
「
恩
」
と
い
う
場
合
に
は
二
通
り
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
の
意
味
は
、
中
国
古
来
の
「
な
さ
け
」、
つ

ま
り
愛
執
や
情
と
し
て
の
恩
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
は
、
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
仏
典
を
漢
訳
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
付
加
さ
れ
た
、「
な
さ
れ
た
る
」「
資

助
」
と
い
う
意
味
、
つ
ま
り
誰
か
を
恵
み
、
思
い
や
る
と
い
う
他
者
へ
の
利
他
的
な
行

為
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
恩
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
意
味
は
世
俗
的
な

恩
、
第
二
の
意
味
は
出
世
間
的
な
恩
と
い
え
よ
う
。
語
源
的
に
は
何
れ
の
意
味
も
「
恩
」

の
語
か
ら
取
り
去
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
仏
教
の
説
く
「
恩
」
で
は
、
そ
の
語
の

世
俗
的
な
意
味
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
乗
り
越
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

「
法
施
」
と
し
て
の
恩

右
の
よ
う
に
、
恩
を
二
系
統
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
、
例
え
ば
仏
教

で
説
か
れ
る
代
表
的
な
恩
と
い
わ
れ
る
四
恩
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
上
で
こ

の
捉
え
方
は
有
効
で
あ
る
。
漢
訳
仏
典
で
は
「
四
恩
に
報
ず
る
」
と
い
う
表
現
が
常
套

句
と
し
て
見
ら
れ
、
常
套
句
ゆ
え
に
そ
の
内
容
を
明
示
し
て
い
な
い
場
合
も
多
い
（
3
）

。
そ

の
た
め
、「
四
恩
」
の
指
し
示
す
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
な
一
つ
の
定
説
は
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な
い
。
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
冒
頭
に
あ
げ
た
『
正
法
念
処
経
』
と
『
大
乗
本
生
心
地

観
経
』
に
説
か
れ
る
内
容
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の

経
典
を
例
に
考
え
る
な
ら
ば
、『
正
法
念
処
経
』
の
母
恩
・
父
恩
と
『
大
乗
本
生
心
地

観
経
』
の
四
恩
の
父
母
の
恩
・
衆
生
恩
・
国
王
恩
は
世
俗
的
な
恩
で
あ
り
、
ま
た
前
者

の
如
来
恩
・
説
法
師
恩
と
後
者
の
三
宝
恩
は
出
世
間
的
な
恩
と
し
て
分
け
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
経
典
で
こ
の
よ
う
に
世
俗
的
な
恩
と
出
世
間
的
な
恩
と
の
内
容
が
区
別
さ
れ

て
い
く
に
従
っ
て
、「
財
施
」
と
「
法
施
」
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

財
施
と
は
物
質
的
な
恵
み
や
助
け
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
法
施
は
精
神
的
な
恵
み
や

助
け
を
い
い
、
端
的
に
は
仏
の
教
え
を
意
味
す
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
こ
ち
ら
の
法
施

が
恩
の
な
か
で
も
最
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ャ
カ
の
こ
と
を

大
恩
教
主
と
い
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
白
隠
に
お
い
て
恩
の
最
重
要
な
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
も
法
施
の
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
も
し
人
菩
提
心
を
成
す
こ
と

を
欲
せ
ば
、
須
ら
く
四
弘
願
輪
に
鞭
ず
べ
し
。
上
求
菩
提
下
化
衆マ
マ

、
下
化
法
施
を
第
一

と
為
す
」（
『
宝
鑑
貽
照
』
（
4
）、

傍
線
引
用
者
）
と
い
う
文
の
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
稿
の
は
じ
め
に
あ
げ
た
問
題
、
す
な
わ
ち
出
世
間
の
教
え
で

あ
る
仏
教
が
父
母
な
ど
の
世
間
的
な
執
着
の
関
係
に
あ
る
対
象
へ
の
報
恩
を
説
く
こ
と

の
問
題
は
、
世
俗
と
出
世
間
と
の
二
種
の
恩
の
う
ち
後
者
の
恩
を
よ
り
高
次
に
お
く
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
矛
盾
を
解
消
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
、
更
に
仏
教
に
お

け
る
恩
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

「
法
業
」
と
し
て
の
報
恩

と
こ
ろ
で
、
恩
に
関
す
る
仏
教
思
想
の
特
徴
は
、
何
よ
り
報
恩
行
と
い
う
実
践
の
問

題
と
し
て
説
く
点
に
あ
る
。
通
常
、
報
恩
と
い
う
と
、
自
分
に
恵
み
や
資
助
な
ど
の
恩

を
与
え
て
く
れ
た
相
手
に
対
し
て
報
い
る
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
仏
教
で
は
、
相
手
か

ら
恩
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
相
手
へ
報
恩
の
念
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
命

じ
る
の
で
あ
る
（
5
）

。

こ
れ
は
、
一
般
的
に
は
、
仏
教
の
縁
起
の
思
想
で
説
明
さ
れ
る
。
要
す
る
に
あ
ら
ゆ

る
も
の
ご
と
は
関
係
し
合
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
自
分
が
あ
る
の
も
相
手
の

あ
る
お
か
げ
な
の
だ
か
ら
、
相
手
に
報
恩
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

例
え
ば
、
も
の
ご
と
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
中
で
、
人
が
そ
の
一

部
分
の
み
に
着
目
し
て
取
り
出
し
て
、
そ
こ
に
執
着
す
る
と
、
か
え
っ
て
そ
の
人
は
も

の
ご
と
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
業
の
因
果
律
に
束
縛
さ
れ
、
迷
い
の
世
界
に
陥
っ
て
し
ま

う
。
だ
か
ら
、
一
部
分
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
に
報
恩
の
姿
勢

を
も
っ
て
向
き
合
う
と
い
う
の
は
、
そ
の
迷
い
の
世
界
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
の
縁
起
思
想
に
基
づ
い
て
報
恩
を
行
ず
る
こ
と
を
「
法
業
」

と
い
い
、
修
行
者
は
こ
れ
を
行
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
法
業
は
無
漏
、
つ
ま
り
煩
悩

の
無
い
心
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
対
す
る
有
漏
の
報
恩
行
は
仏
教
で
は
「
財
業
」

と
も
呼
ば
れ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
否
定
的
に
見
做
さ
れ
る
。
仏
典
に
お
い
て
、
し

ば
し
ば
「
報
恩
を
な
せ
」
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
「
報
恩
を
な
す
な
」
と
矛
盾
し
た
表

現
で
説
か
れ
る
の
は
、
報
恩
行
に
お
け
る
こ
の
無
漏
と
有
漏
の
違
い
に
よ
る
。

仏
教
に
お
け
る
報
恩

以
上
に
お
い
て
、
ま
ず
仏
教
に
お
け
る
恩
と
は
法
施
で
あ
り
、
仏
の
教
え
そ
の
も
の

を
意
味
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
仏
の
教
え
と
は
縁
起
説
を
根
本
と
す
る
無
我
の
教
え
で

あ
り
、
苦
か
ら
の
解
放
の
法
で
あ
る
。

修
行
者
は
こ
の
真
理
の
法
の
施
与
者
で
あ
る
師
を
仏
と
見
做
し
、
そ
れ
に
報
恩
す
る

こ
と
が
報
恩
行
と
な
る
。
そ
の
報
恩
行
の
最
大
の
も
の
は
法
施
で
あ
っ
た
。
で
は
、
修

行
者
の
自
分
の
師
に
対
す
る
報
恩
行
と
は
、
師
が
自
分
に
行
っ
た
の
と
同
じ
法
施
だ
と

言
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
報
恩
行
と
は
、
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あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
他
者
が
報
恩
行
の
対
象

と
な
る
の
で
、
そ
れ
は
自
分
へ
仏
法
を
施
与
し
た
者
へ
の
報
恩
行
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

こ
れ
は
一
体
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
自
ら
へ
の
仏
法
の
施
与
者
で
あ

る
師
（
で
あ
る
仏
）
に
、
修
行
者
が
報
恩
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
、
白
隠
に
よ
る
報
恩
の
捉
え
方
を
見
て
い
き
、
考
察

を
述
べ
た
い
。

二　

白
隠
に
お
け
る
「
報
恩
」

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に
つ
い
て

白
隠
は
報
恩
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
彼
の
著
書
『
息
耕

録
開
筵
普
説
』
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
主
な
読
み
手
は
白
隠
の
弟

子
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
内
容
に
は
当
時
の
消
極
的
な
禅
の
指
導
者
た
ち
や
修
行

者
の
念
仏
双
修
へ
の
批
判
と
と
も
に
公
案
の
引
用
も
多
く
見
ら
れ
て
、
参
禅
に
お
け
る

一
転
語
（
末
後
の
一
句
）
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
一
転
語
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
が
仏
祖
へ
の
報
恩
行
で
あ
る
と
さ
れ
、
修
行
者
は
必
ず
こ
の
報
恩
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

白
隠
に
お
け
る
報
恩
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
察
に
入
る
前
に
、
こ
の
『
息
耕
録
開
筵

普
説
』
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
加
え
て
お
く
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
は
一
七
四
〇

年
の
春
、
白
隠
が
五
六
歳
の
と
き
に
、
中
国
南
宋
末
の
禅
僧
で
あ
る
虚
堂
智
愚

（
一
一
八
五―

一
二
六
九
）
の
語
録
『
虚
堂
録
』
を
提
唱
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
（
6
）

。
そ

し
て
一
七
四
三
年
九
月
、
白
隠
門
下
の
文
忠
に
よ
っ
て
上
梓
さ
れ
た
。
題
名
に
あ
る

「
息
耕
」
と
い
う
の
は
、
虚
堂
の
自
称
す
る
号
の
一
つ
で
、
白
隠
は
こ
の
『
息
耕
録
開

筵
普
説
』
以
外
の
著
作
に
お
い
て
も
、
虚
堂
で
は
な
く
ほ
ぼ
息
耕
の
呼
称
を
用
い
て
い

る
（
7
）

。

こ
れ
が
書
か
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
続
い
て
付
さ
れ
た
白
隠
の
侍
者
大
庾

に
よ
る
「
印
施
解
」（
印
施
の
説
明
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
七
三
九
年
に

白
隠
は
弟
子
の
円
桂
祖
純
と
大
休
恵
昉
を
従
者
と
し
て
吉
永
村
（
静
岡
県
富
士
郡
）
に

滞
在
し
、
そ
の
間
、
円
桂
と
大
休
の
要
請
で
後
学
の
鞭
撻
の
た
め
に
普
説
を
口
述
し
た
。

そ
の
口
述
を
大
休
が
書
き
止
め
、
円
桂
が
訂
正
し
た
も
の
が
は
じ
め
の
記
録
で
あ
る
。

な
お
、
口
述
は
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
行
な
わ
れ
た
た
め
、
前
後
の
順
序
も
特
に
注
意
が
払

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
8
）

。
翌
一
七
四
〇
年
、
松
蔭
寺
に
お
け
る
虚
堂
会
で
こ
の
普
説
も

読
み
上
げ
ら
れ
、
一
七
四
三
年
に
改
め
て
東
嶺
円
慈
が
校
訂
を
し
（
9
）

、
東
胡
が
再
筆
記
し

た
も
の
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
）
10
（

。

表
題
の
「
普
説
」
と
い
う
の
は
、
普
く
正
法
を
説
い
て
人
々
を
開
宗
す
る
と
い
う
意

味
で
、
経
典
で
は
唐
の
実
叉
難
陀
（
六
五
二―

七
一
〇
）
訳
に
よ
る
八
十
巻
本
『
華
厳

経
』
離
世
間
品
の
「
普
く
正
法
の
説
く
智
慧
観
察
」
が
し
ば
し
ば
語
の
由
来
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
要
す
る
に
、
禅
者
が
仏
教
に
関
す
る
考
え
を
人
々
に
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
た
形
で
示
し
た
も
の
を
普
説
と
呼
ん
で
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
古
人
の
直

截
な
教
え
を
広
く
説
く
こ
と
で
修
行
者
に
自
省
を
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

白
隠
の
普
説
に
は
、『
虚
堂
録
』
の
法
座
を
開
い
た
と
き
の
も
の
以
外
に
も
『
法
華

経
』
や
『
四
部
録
』
な
ど
に
ま
つ
わ
る
普
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
短
い
も

の
で
、『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
よ
う
に
大
部
な
も
の
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。『
息
耕
録

開
筵
普
説
』
は
白
隠
に
よ
っ
て
漢
文
体
で
書
か
れ
た
修
行
者
向
け
の
指
導
書
と
し
て
、

ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
形
式
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
ほ
ぼ
唯
一
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
だ

け
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
重
要
性
は
大
き
い
と
い
え
る
。

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に
お
け
る
報
恩

こ
の
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
常
盤
義
伸
に
よ
る
意
訳
及
び
注
釈

は
あ
る
が
）
12
（

、
白
隠
の
思
想
の
研
究
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
論
考
は
他
に
見
ら
れ
な
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白
隠
の
報
恩
観

い
。
わ
ず
か
に
テ
キ
ス
ト
の
一
部
で
あ
る
念
仏
批
判
の
部
分
が
、
浄
土
教
と
禅
と
の
比

較
研
究
上
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
着
目
さ
れ
る
）
13
（

。

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に
お
け
る
白
隠
の
報
恩
に
関

す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
、「
狗
子
仏
性
」
を
は
じ
め
「
皮
肉
骨
髄
」

や
「
百
丈
野
狐
」
等
、
様
々
な
古
則
公
案
や
禅
僧
の
語
録
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
白
隠
の
そ
れ
ら
に
対
す
る
こ
と
ば
は
ほ
ぼ
毎
回
同
じ
で
あ
り
、
修
行
者
は
そ
れ
ら

の
公
案
に
つ
い
て
よ
く
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ご
く

稀
に
、
他
の
禅
僧
に
よ
る
古
則
公
案
の
解
釈
が
引
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
「
情
識
凡
解
」
）
14
（

（
分
別
意
識
の
凡
夫
の
解
釈
）
と
し
て
退
け
ら
れ
る
た
め
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
白
隠
の
説
き
方
は
驚
く
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
白
隠

は
古
則
公
案
や
語
録
に
対
す
る
特
定
の
解
釈
や
回
答
を
自
ら
提
示
す
る
こ
と
を
意
図
的

に
避
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
白
隠
の
意
図
は
何
の
た
め
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え

ば
公
案
に
対
し
て
特
定
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
そ
の
公
案
の
意
味
を
固
定
化
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
禅
の
自
由
自
在
な
問
答
の
精
神
に
反
す
る
た
め
で
あ
る
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
固
定
さ
れ
た
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
「
古
則
公
案
」
は
、
修
行
者

ひ
と
り
ひ
と
り
の
参
究
を
通
し
て
、
そ
の
時
そ
の
場
に
お
け
る
さ
と
り
を
自
在
に
現
前

に
開
示
す
る
「
現
成
公
案
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
別
の
意
図
も
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
と
は
、
修
行
者
が

一
転
語
と
い
う
自
己
自
身
の
さ
と
り
の
こ
と
ば
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
が
、
公
案
参
究
の

主
眼
な
の
だ
と
す
る
白
隠
の
修
行
観
で
あ
る
。
今
回
、
論
者
が
提
示
し
た
い
こ
と
も
、

こ
の
二
つ
目
の
意
図
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

公
案
参
究
に
お
い
て
修
行
者
が
打
ち
出
す
一
転
語
に
つ
い
て
は
、
臨
済
義
玄
（
？―

八
六
七
）
を
は
じ
め
、
禅
者
の
語
録
に
度
々
見
ら
れ
る
。
こ
の
語
は
禅
者
の
問
答
に
お

い
て
、
修
行
者
が
自
身
の
さ
と
り
の
見
地
を
提
示
し
た
こ
と
ば
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
転
」
の
字
に
つ
い
て
見
る
と
、
た
と
え
ば
仏
教
で
は
「
転
変
」（
潜
在
し
て
い
る
も
の

の
現
出
）
や
「
転
迷
開
悟
」（
煩
悩
を
転
じ
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
）
と
い
う
語
が
あ

る
よ
う
に
、
一
転
語
と
は
問
答
の
場
を
そ
の
ひ
と
こ
と
に
よ
っ
て
さ
と
り
の
は
た
ら
き

の
現
出
し
た
場
へ
と
転
換
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

白
隠
の
特
徴
は
、
こ
の
一
転
語
の
打
出
を
仏
祖
へ
の
報
恩
と
し
、
伝
法
の
問
題
と
し

て
捉
え
る
点
に
あ
る
。『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
後
半
で
は
、
こ
の
一
転
語
に
ま
つ
わ

る
古
則
公
案
が
複
数
引
用
さ
れ
、
こ
の
一
転
語
の
打
出
こ
そ
が
見
性
（
さ
と
り
）
で
あ

り
、
報
恩
な
の
で
あ
る
と
い
う
白
隠
の
修
行
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

第
一
の
例
：
『
碧
巌
録
』
第
二
五
則
「
蓮
華
庵
主
不
在
」

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
、『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
一
転

語
に
関
す
る
公
案
の
例
を
通
し
て
、
白
隠
の
修
行
論
に
お
け
る
一
転
語
の
意
義
を
示
し

て
い
く
。
と
り
あ
げ
る
の
は
、
三
つ
の
師
弟
間
に
お
け
る
問
答
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
白
隠
の
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
は
前
後
の
脈
絡
を
考
え
ら
れ

た
書
き
方
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
禅
の
師
弟
間
の
問
答
を
扱
っ
た
古
則
公
案
も
、
同

著
の
な
か
で
複
数
の
個
所
に
散
見
さ
れ
る
。
た
だ
、
特
に
一
転
語
を
強
調
し
て
い
る
の

は
、『
碧
巌
録
』
第
二
五
則
「
蓮
華
庵
主
不
在
」
に
対
す
る
次
の
圜
悟
克
勤
の
評
唱
の

引
用
か
ら
は
じ
ま
る
、
数
頁
に
わ
た
る
部
分
で
あ
る
。

仏
果
曰
く
、「
古
人
は
得
道
の
後
、
茅
茨
石
室
、
折
脚
鐺
児
内
に
野
菜
根
を
煮
て
、

喫
し
て
日
を
過
ぎ
、
且
つ
名
利
を
求
め
ず
。
放
曠
し
て
一
転
語
を
垂
れ
、
仏
祖
の

深
恩
に
報
じ
る
こ
と
を
要
す
」
と
。﹇
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
）
15
（

﹈

こ
の
圜
悟
克
勤
（
仏
果
）
の
こ
と
ば
は
、「
古
人
は
道
を
得
た
後
、
草
庵
か
石
室
に

入
り
、
脚
の
折
れ
た
鍋
に
野
菜
を
煮
て
、
食
事
を
し
て
日
を
過
ご
し
、
名
声
や
利
益
を

求
め
ず
に
い
た
。
心
を
広
く
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
一
転
語
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
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て
覚
者
た
る
仏
祖
の
深
い
恩
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
圜
悟
の
評
唱
す
る
『
碧
巌
録
』
第
二
十
五
則
「
蓮
華
庵
主
不
在
」
の
本

則
は
、
そ
も
そ
も
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

蓮
華
峰
庵
主
、
拄
杖
を
拈
じ
て
衆
に
示
し
て
云
く
、「
古
人
這
裏
に
到
っ
て
、
為

什
麼
に
か
住
す
る
こ
と
を
肯
ぜ
ざ
る
」。
衆
、
無
語
。
自
ら
代
っ
て
云
く
、「
他
の

途
路
に
力
を
得
ざ
り
し
が
為
な
り
」。
復
た
云
く
、「
畢
竟
如
何
」。
又
た
自
ら
代
っ

て
云
く
、「

横
に
担
っ
て
人
を
顧
み
ず
、
直
に
千
峰
万
峰
に
入
り
去
る
」。﹇
『
碧

巌
録
』
）
16
（

﹈

　

蓮
華
峰
庵
主
（
年
代
不
詳
）
は
拄
杖
を
と
り
あ
げ
て
弟
子
た
ち
に
示
し
て
言
っ
た
、

「
古
人
は
こ
こ
に
至
っ
て
ど
う
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
の
か
」。
誰
も

言
葉
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
庵
主
が
自
分
で
代
っ
て
答
え
た
。「
他
ら
は
途
路
で
こ
れ

の
世
話
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
」。
ま
た
言
っ
た
、「
結
局
ど
う
だ
」。
ま
た
自
分
で

代
っ
て
言
っ
た
、「
拄
杖
を
横
に
担
い
で
人
を
顧
み
ず
、
真
直
ぐ
千
峰
万
峰
に
入
っ
て

行
く
」。
右
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

拄
杖
と
は
、
禅
僧
が
行
脚
の
と
き
に
使
う
杖
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
さ

と
り
の
象
徴
と
し
て
問
答
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
蓮
華
峰
庵
主
が
拄
杖
を

示
し
て
い
う
「
こ
こ
」
と
は
、
さ
と
り
の
真
っ
只
中
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
一
連
の
こ

と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
さ
と
り
を
得
て
も
な
お
留
ま
る
こ
と
な
く
、
更
に
修
行

の
道
を
進
ん
で
行
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
圜
悟
は
同
則
の

頌
に
評
唱
を
つ
け
、「
直
饒
（
た
と
い
）
這
般
（
か
か
）
る
田
地
（
さ
と
り
の
境
地―

引
用
者
注
）
に
到
る
も
、
切
に
忌
む
、
寒
灰
死
火
を
守
っ
て
黒
漫
漫
の
処
に
打
入
し
去

る
こ
と
を
。
ま
た
す
べ
か
ら
く
転
身
の
一
路
有
っ
て
始
め
て
得
し
」
と
述
べ
る
。
訳
す

と
、「
た
と
え
そ
う
い
う
境
地
に
到
っ
て
も
、
火
の
気
の
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
を
大
切

に
し
て
た
だ
真
っ
暗
な
所
に
入
り
込
む
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
に
転
身
の

一
路
が
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
な
る
。
蓮
華
峰
庵
主
の
述
べ
る
修
行
の

際
限
無
さ
を
、
こ
の
圜
悟
の
こ
と
ば
は
さ
ら
に
動
的
な
表
現
で
強
調
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

な
お
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
圜
悟
の
「
古
人
は
得
道
の
後
、
茅
茨
石
室
、
折
脚
鐺
児

内
に
野
菜
根
を
煮
て
、
喫
し
て
日
を
過
ぎ
、
且
つ
名
利
を
求
め
ず
。
放
曠
し
て
一
転
語

を
垂
れ
、
仏
祖
の
深
恩
に
報
じ
る
こ
と
を
要
す
」
の
「
古
人
」
と
は
、
こ
こ
で
は
蓮
華

峰
庵
主
を
指
し
て
お
り
、「
一
転
語
」
を
述
べ
た
の
も
蓮
華
峰
庵
主
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
こ
の
一
転
語
は
、
師
の
問
い
に
対
す
る
弟
子
の
答
え
で
は
な
く
、
師
の
問

い
で
あ
り
、
既
に
さ
と
り
を
得
た
側
か
ら
、
ま
だ
さ
と
り
を
得
て
い
な
い
者
を
導
く
た

め
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
次
に
示
す
の
も
、
修
行
者
を
さ
と
り
に
導
く
こ
と
ば
と
し
て
の

三
つ
の
一
転
語
で
あ
る
。

第
二
の
例
：
『
碧
巌
録
』
第
一
三
則
「
巴
陵
の
銀
椀
裏
」

　

次
に
引
用
す
る
例
は
、『
碧
巌
録
』
第
一
三
則
の
「
巴
陵
の
銀
椀
裏
」
）
17
（

と
い
う
公
案

に
対
す
る
雲
門
文
偃
（
八
六
四―

九
四
九
）
の
評
唱
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の

雲
門
の
評
唱
の
中
に
、
巴
陵
顥
鑒
（
年
代
不
詳
）
の
三
転
語
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

白
隠
が
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
で
述
べ
て
い
る
の
も
、
第
一
三
則
自
体
で
は
な
く
こ
の

三
転
語
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
白
隠
の
文
を
引
用
す
る
。

昔
、
巴
陵
に
三
転
語
在
り
。
雲
門
大
師
云
く
、「
我
が
没
後
に
斎
筵
を
設
け
る
こ

と
莫
れ
。
只
だ
此
の
三
転
語
を
挙
す
。
祖
師
豈
に
汝
の
謂
う
所
の
枝
葉
辺
事
を

好
み
、
茶
菓
珍
饈
を
よ
し
と
せ
ん
や
」
と
。
古
徳
曰
く
、「
こ
こ
に
も
し
ひ
と
り

の
出
で
来
た
り
て
、『
本
来
向
上
も
向
下
も
無
し
、
参
ず
る
を
も
っ
て
什
麼
か
作

ん
』
と
道
う
も
の
有
ら
ば
、
只
だ
か
れ
に
道
わ
ん
、『
我
れ
も
ま
た
知
る
、
你
が

鬼
窟
裏
に
向
か
い
活
計
を
作
せ
る
を
』
と
」）

18
（

。
悲
し
い
か
な
、「
後
人
、
多
く
道
理
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白
隠
の
報
恩
観

を
作
し
て
云
く
、『
麤
言
細
語
、
皆
な
第
一
義
に
帰
す
』
と
。
若
し
恁
麼
に
会
せ
ば
、

し
ば
ら
く
去
き
て
座
主
と
作
れ
。
一
生
多
智
多
解
な
る
の
み
に
お
わ
ら
ん
」
と
。

﹇
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
）
19
（

﹈

　

訳
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
昔
、
巴
陵
に
三
転
語
が
あ
っ
た
。
雲
門
は
「
私
の
死

後
、
供
養
の
斎
を
し
て
は
い
け
な
い
。
た
だ
こ
の
三
転
語
を
参
究
す
べ
き
も
の
と
し
て

挙
げ
て
お
く
。
仏
祖
は
あ
な
た
が
た
の
い
う
枝
葉
末
節
を
好
ん
だ
り
茶
菓
や
珍
し
い
食

膳
を
よ
し
と
さ
れ
た
と
思
う
か
、
そ
ん
な
わ
け
は
あ
る
ま
い
」
と
。
圜
悟
は
（
『
碧
巌

録
』
第
七
七
則
「
雲
門
餬
餅
」
の
垂
示
で
）
こ
う
言
っ
て
い
る
、「
こ
こ
に
も
し
一
人

の
修
行
者
が
出
て
き
て
、『
も
と
も
と
向
上
も
向
下
も
無
い
、
参
究
し
て
何
に
な
ろ
う
』

と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
た
だ
彼
に
言
お
う
、『
私
も
分
か
り
ま
す
、
あ
な
た
は
鬼
の

世
界
に
住
ん
で
い
る
』
」
と
。
悲
し
い
こ
と
だ
、
ま
た
圜
悟
は
（
同
じ
七
七
則
の
評
唱
で
）

こ
う
言
う
、「
後
の
人
は
、
道
理
ば
か
り
に
か
か
わ
っ
て
、『
粗
い
こ
と
ば
に
細
か
い
こ

と
ば
も
、
み
な
真
理
に
帰
す
の
だ
』
と
言
う
。
も
し
そ
う
思
う
な
ら
、
こ
こ
か
ら
去
っ

て
座
主
に
な
り
、
経
論
の
講
釈
を
た
れ
る
座
主
に
な
れ
。
一
生
、
た
だ
の
物
知
り
で
お

わ
る
だ
ろ
う
」
と
。

　

巴
陵
の
三
転
語
と
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

一
、
如
何
な
る
か
是
れ
道
、
明
眼
の
人
井
に
落
つ
。

（
訳
：
道
と
は
、
も
の
を
よ
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
井
戸
に
落
ち
る
よ
う
な
も

の
だ
。）

二
、
如
何
な
る
か
是
れ
吹
毛
の
剣
、
珊
瑚
は
枝
枝
に
月
を
さ
さ
う
。

（
訳
：
名
剣
と
は
、
月
を
枝
枝
に
支
え
て
月
光
に
か
が
や
く
珊
瑚
で
あ
る
。）

三
、
如
何
な
る
か
是
れ
提
婆
宗
、
銀
椀
裏
に
雪
を
盛
る
。

（
訳
：
龍
樹
の
弟
子
の
迦
那
提
婆
の
宗
旨
と
は
、
銀
の
椀
に
雪
を
盛
り
、
両
者
を
見

分
け
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
だ
。）

　

こ
の
う
ち
、
二
番
目
は
『
碧
巌
録
』
第
百
則
「
巴
陵
吹
毛
剣
」
に
独
立
し
て
載
せ
ら

れ
て
お
り
、
三
番
目
が
こ
の
『
碧
巌
録
』
第
一
三
則
で
あ
る
。

巴
陵
は
、
別
の
僧
か
ら
右
の
三
つ
そ
れ
ぞ
れ
を
問
わ
れ
、
各
一
転
語
を
述
べ
て
答
え

た
。
巴
陵
は
僧
に
一
転
語
を
述
べ
て
、
問
答
の
場
に
さ
と
り
の
は
た
ら
き
を
現
わ
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
転
語
を
師
の
雲
門
に
示
し
て
、
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。

『
碧
巌
録
』
に
見
ら
れ
る
圜
悟
の
評
唱
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
の
雲
門
の
言
葉
は
「
他
日
、

老
僧
の
忌
辰
に
、
只
だ
此
の
三
転
語
を
挙
せ
ば
、
恩
に
報
ゆ
る
こ
と
足
れ
り
」、
つ
ま

り
「
他
日
自
分
の
命
日
に
は
こ
の
三
転
語
を
挙
げ
れ
ば
、
十
分
な
報
恩
で
あ
る
」
と
い

う
も
の
で
、
ま
た
圜
悟
は
、
実
際
に
巴
陵
が
雲
門
の
言
に
従
っ
て
「
自
後
に
果
し
て
忌

辰
の
斎
を
作
さ
ず
、
雲
門
の
嘱
に
依
っ
て
、
只
だ
此
の
三
転
語
を
挙
す
る
の
み
」
だ
っ

た
、
と
述
べ
て
い
る
。
白
隠
の
引
用
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
法

を
嗣
ぐ
と
は
一
転
語
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
の
例
：
破
庵
と
宝
上
座
の
問
答

　

白
隠
の
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
か
ら
、
最
後
に
引
用
す
る
例
は
、
明
代
の
『
山
庵
雑
録
』

上
に
見
ら
れ
る
、
一
転
語
を
完
成
さ
せ
ず
に
死
ん
だ
修
行
者
に
関
す
る
話
で
あ
る
）
20
（

。

破
庵
和
尚
は
資
福
（
胡
州
の
資
福
禅
院―

引
用
者
注
）
を
退
き
、
径
山
蒙
庵
の
招

に
赴
き
て
、
委
ね
る
に
立
僧
首
座
職
を
以
て
す
。
宝
上
座
有
り
。
大
知
見
を
具

し
、
住
持
首
座
開
堂
に
遇
い
て
、
必
ず
横
機
捷
出
し
、
鋒
を
迎
え
勝
を
取
る
。
一

日
破
庵
開
堂
す
。
宝
上
座
至
る
。
破
庵
垂
語
し
て
曰
く
、「
乾
坤
の
内
、
宇
宙
の
間
、

中
に
有
り
」
と
。
宝
擬
議
し
、
打
出
さ
る
。
そ
の
時
、
宝
、
破
庵
の
語
を
挙
し
尽

す
を
待
ち
て
、
乃
ち
進
語
す
る
に
、
既
に
「
中
有
」
の
処
に
お
い
て
打
出
さ
る
。

お
も
へ
ら
く
破
庵
故
に
我
を
摧
く
と
。
単
下
に
帰
依
し
脱
去
す
。
火
後
に
郷
人
、

舎
利
を
収
め
て
破
庵
に
呈
す
。
破
庵
拈
起
し
て
云
く
、「
宝
上
座
、
ゆ
た
か
に
你

舎
利
八
石
四
斗
有
る
も
、
こ
の
一
壁
に
置
く
。
我
が
生
前
の
一
転
語
を
還
し
来
る
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べ
し
」
と
。
地
に
擲
し
て
惟
だ
膿
血
を
見
る
の
み
。﹇
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
）
21
（

﹈

要
約
す
る
と
、
破
庵
祖
元
（
一
一
三
六―

一
二
一
一
）
が
諸
寺
を
歴
て
、
径
山
の
蒙

庵
元
聡
（
？―

一
二
〇
九
）
に
招
か
れ
て
そ
こ
の
首
座
を
引
き
受
け
た
。
そ
の
時
、
な

か
な
か
の
見
識
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
た
宝
上
座
と
い
う
も
の
が
破
庵
に
教
示
し
て
も

ら
い
に
室
内
に
来
た
。
宝
上
座
は
、
破
庵
を
打
ち
負
か
そ
う
と
し
て
口
を
開
い
た
途
端
、

逆
に
破
庵
に
打
た
れ
て
部
屋
を
追
い
出
さ
れ
た
。
宝
上
座
は
禅
堂
の
自
分
の
席
に
戻
り

息
を
引
き
取
っ
た
。
宝
上
座
の
火
葬
後
、
遺
骨
か
ら
仏
舎
利
と
い
う
尊
い
骨
が
出
た
が
、

破
庵
は
「
舎
利
よ
り
も
、
生
き
て
い
た
と
き
の
一
転
語
を
還
せ
」
と
い
い
、
仏
舎
利
を

投
げ
つ
け
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

常
盤
義
伸
に
よ
る
と
、
引
用
文
中
に
破
庵
の
こ
と
ば
は
『
宝
蔵
論
』
広
照
空
有
品

の
一
節
の
、「
そ
れ
天
地
の
う
ち
宇
宙
の
間
、
中
に
一
宝
有
り
、
秘
し
て
形
山
に
あ
り
、

物
を
識
り
霊
照
す
る
に
内
外
空
然
、
寂
莫
と
し
て
見
が
た
し
。
そ
れ
を
玄
々
と
号
す
」）

22
（

の
は
じ
め
の
部
分
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
）
23
（

。
論
者
の
推
測
を
更
に
加
え
る
な
ら

ば
、
破
庵
は
『
宝
蔵
論
』
の
「
中
に
一
宝
有
り
」
の
「
宝
」
を
「
宝
上
座
」
に
た
と
え

て
、
破
庵
と
宝
上
座
と
の
、
ま
さ
に
そ
の
場
限
り
の
問
答
に
よ
る
さ
と
り
の
場
を
現
わ

そ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
宝
上
座
が
自
分
の

見
識
に
驕
り
、
知
識
に
よ
っ
て
破
庵
に
答
え
る
素
振
り
を
見
せ
た
た
め
、
さ
と
り
の
は

た
ら
き
が
現
わ
れ
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
破
庵
が
こ
と
ば
に
よ
ら

な
い
「
打
出
」
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
、
一
転
語
の
は
た
ら
き
に
と
っ
て
か
わ
る
も
の

を
宝
上
座
に
示
し
た
と
き
に
、
宝
上
座
が
そ
れ
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
さ
と

り
の
場
が
現
わ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
宝
上
座
は
禅
堂
の
自
分

の
席
に
戻
り
、
あ
っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、
破

庵
は
宝
上
座
が
死
ん
だ
と
き
に
、
仏
舎
利
と
い
う
形
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
よ
り
も
生
前

の
一
転
語
の
成
就
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

一
転
語
と
仏
祖
へ
の
報
恩

右
ま
で
一
転
語
に
関
わ
る
公
案
を
三
例
紹
介
し
て
き
た
。
公
案
は
、
一
般
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
は
難
解
な
禅
問
答
と
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
こ
こ
に
見
て
き

た
よ
う
に
修
行
者
た
ち
の
言
行
や
問
答
、
そ
し
て
特
に
さ
と
り
（
見
性
）
に
か
か
わ
る

出
来
事
の
記
録
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
白
隠
は
一
転
語
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に
お
い
て
修
行
者
た
ち
に
そ

の
重
要
性
を
教
示
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
見
性
は
一
転
語
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
過
去
の
人
々
は
一
転
語
を
め
ぐ
っ
て
修
行
し
さ
と
り
を
得
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を

公
案
で
示
し
、
現
在
の
修
行
者
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
一
転
語
と
い
う
さ
と
り
の
現
出
を

目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
白
隠
の
考
え
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
一
転
語
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ

ま
で
に
あ
げ
た
三
例
の
他
、
雲
居
道
膺
（
八
三
五
？―

九
〇
二
）
と
修
行
者
の
問
答
な

ど
、『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
に
は
、
一
転
語
の
重
要
性
を
説
く
た
め
の
逸
話
が
、
第
一

例
に
あ
げ
た
『
碧
巌
録
』
第
二
五
則
「
蓮
華
庵
主
不
在
」
に
関
す
る
も
の
か
ら
十
話
以

上
、
連
続
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
転
語
が
さ
と
り
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
雲
門
と
巴
陵
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
実
質
上
、
伝
法
に

関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
転
語
は
、
仏
道
の
根
幹
た
る
慈
悲
行
の
原

型
と
も
い
え
る
伝
法
に
通
じ
る
行
い
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
白
隠
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
白
隠
自
身
は
伝
法
や
嗣
法
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
な
い
が
、
か

わ
り
に
そ
れ
を
「
報
恩
」
と
表
現
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

先
ず
須
ら
く
見
性
掌
上
を
見
る
が
如
く
し
去
れ
。
間
に
は
亦
仏
祖
の
言
教
を
把

り
、
看
過
来
せ
よ
。
心
を
以
て
古
教
を
照
ら
し
、
且
つ
真
正
の
導
師
に
見
え
、
誓
っ

て
祖
師
最
後
の
因
縁
に
参
決
し
、
末
期
）
24
（

に
一
箇
半
箇
を
打
出
し
、
以
て
仏
祖
の
深
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白
隠
の
報
恩
観

恩
に
報
答
せ
よ
。﹇
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
）
25
（

﹈

右
で
は
、
ま
ず
見
性
を
は
っ
き
り
体
験
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
捨
て
て
、
修

行
を
続
け
る
間
に
ま
た
祖
師
た
ち
の
言
教
に
参
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
や
や

分
か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
に
い
う
「
見
性
」
と
は
一
転
語
の
こ
と
で
は
な
く
、
深
い
宗

教
的
体
験
的
次
元
に
お
け
る
見
性
体
験
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
白
隠
は
、
心
で
古
人

の
教
え
に
光
を
当
て
、
真
正
の
導
師
に
出
会
い
、
菩
提
達
磨
の
最
後
の
こ
と
ば
に
参
じ

る
こ
と
を
決
心
し
、
死
ぬ
ま
で
に
一
人
で
も
半
人
で
も
仏
法
を
伝
え
る
人
を
出
し
て
、

祖
師
た
ち
の
深
恩
に
報
じ
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

諸
仏
は
人
々
へ
見
性
の
法
を
伝
え
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

修
行
者
が
そ
の
仏
に
な
る
、
つ
ま
り
さ
と
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
、
修
行
者
も
ま
た

人
々
に
見
性
の
法
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
心
を
以
て
古
教
を
照
ら
し
」（
以

心
照
古
教
）
は
、
通
常
「
古
教
を
も
っ
て
心
を
照
ら
す
」（
古
教
照
心
）
と
表
現
さ
れ

る
の
を
、
白
隠
が
独
自
に
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
表
現
で
は
、
古
教
が
修

行
者
の
心
に
は
た
ら
き
か
け
る
意
味
と
な
る
が
、
白
隠
の
表
現
で
は
逆
に
、
修
行
者
の

心
の
能
動
性
が
強
調
さ
れ
、
修
行
者
が
積
極
的
に
古
教
を
点
検
す
る
と
い
う
意
味
に

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
祖
師
最
後
の
因
縁
」
と
は
、「
皮
肉
骨
髄
」
と
い
わ
れ
る
話
で
、
禅
の
初
祖

菩
提
達
磨
が
イ
ン
ド
に
戻
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
四
人
の
門
人
た
ち
と
行
っ
た
と
さ
れ

る
商
量
で
あ
る
）
26
（

。
こ
れ
は
、
禅
宗
に
お
け
る
伝
法
の
代
表
的
象
徴
的
な
逸
話
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
白
隠
は
一
転
語
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
一
転
語
以
外
の
修
行
者
の
日

常
的
な
行
い
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
焼
香
し
、
灯
明
を
と
も
し
、
茶
を
点
て
、
供
養

の
道
具
を
な
ら
べ
、
花
果
を
供
え
、
多
拝
多
礼
し
、
一
日
六
回
の
勤
め
を
し
、
腕
や
指

な
ど
を
焼
く
と
い
っ
た
苦
行
を
し
た
と
し
て
も
、
仏
祖
の
恩
に
十
分
の
一
も
報
い
る
こ

と
は
な
い
（
「
香
灯
を
張
り
、
茶
湯
を
点
て
、
供
具
を
羅
列
し
、
華
果
を
排
布
し
、
多

拝
し
多
礼
し
、
六
時
行
道
し
、
身
臂
指
を
練
る
と
雖
も
、
仏
恩
に
十
分
の
一
報
分
す
る

無
し
」）

27
（

）
と
白
隠
は
断
言
す
る
）
28
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
白
隠
の
一
転
語
と
は
、
伝
法
の
証
明
と
し
て
ま
さ
し
く
明
ら
か

な
さ
と
り
（
証
）
の
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
白
隠
に
と
っ
て
仏
祖
へ
の
真
実

の
報
恩
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

白
隠
は
後
年
、「
隻
手
の
音
声
」
と
い
う
公
案
を
創
作
し
て
お
り
、
そ
れ
は
修
行
者

を
見
性
体
験
に
導
く
た
め
に
効
果
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
見
性
体
験
は
、
修
行
者

に
と
っ
て
必
須
の
体
験
と
し
て
、
白
隠
も
様
々
な
著
作
中
で
強
く
説
い
て
い
る
。
そ
し

て
公
案
の
重
要
性
は
、
こ
の
見
性
体
験
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
修
行
者
の
一
転
語

の
打
出
と
い
う
点
に
お
い
て
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
。
言
い
方
を
換
え
る
と
、
修
行

者
自
身
が
他
者
と
の
問
答
に
お
い
て
、
一
転
語
と
い
う
さ
と
り
の
境
地
を
示
す
こ
と

が
、
公
案
の
真
の
は
た
ら
き
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
公
案
に
関
す
る
研
究
で
は
、
古
則
公
案
を
現
成
公
案
へ
と
読
み
か
え
て

い
く
と
い
う
方
法
が
典
型
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
禅
に
お
い
て
師
が
弟
子
を
試
し

指
導
す
る
際
に
出
し
た
問
題
や
、
そ
の
問
答
内
容
を
公
案
（
公
府
の
案
牘
、
官
庁
の
調

書
・
案
件
の
意
）
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
特
に
そ
の
記
録
的
な
意
味
が
強
調
さ

れ
て
「
古
則
公
案
」
と
な
っ
た
が
、
公
案
は
修
行
者
に
と
っ
て
単
な
る
さ
と
り
の
手
段

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
「
現
成
公
案
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
白
隠

も
ま
た
こ
れ
に
違
う
も
の
で
は
な
い
が
、
公
案
に
お
け
る
一
転
語
と
い
う
こ
と
を
こ
れ

ほ
ど
強
調
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

仏
教
に
お
い
て
報
恩
と
い
う
場
合
、
自
ら
が
受
け
る
恩

4

4

4

4

の
内
容
と
は
法
施
で
あ
り
、

白
隠
に
と
っ
て
そ
れ
は
見
性
の
教
え
で
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
が
他
者
へ
施
与
す
る
恩

4

4

4

4

4

、
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つ
ま
り
報
恩
の
内
容
も
法
施
で
あ
り
、
こ
れ
も
白
隠
に
お
い
て
は
見
性
の
教
え
の
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
自
分
へ
仏
法
を
施
与
し
た
者
で
あ
り
恩
人
と
い
え
る
の

は
師
で
あ
る
が
、
自
分
が
報
恩
を
行
ず
る
対
象
者
、
つ
ま
り
仏
法
を
施
与
す
る
相
手
は

そ
の
恩
人
た
る
師
に
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
報
恩
の
対
象

と
な
る
。
白
隠
で
は
、
そ
れ
は
「
下
化
法
施
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
報
恩
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
特
定
の
関
係
に
束

縛
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
仏
教
の
修
行
者
は
、
師
と
い
う
限
定
的
・
特
定

的
な
相
手
か
ら
受
け
た
恩
を
、
そ
の
相
手
自
身
に
返
す
の
で
は
な
く
、
別
の
相
手
に
返

す
こ
と
に
お
い
て
、
有
漏
の
報
恩
行
と
い
う
業
か
ら
は
脱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
仏
教
の
報
恩
行
は
無
漏
の
行
い
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
修
す
る
こ
と
は
白
隠

に
よ
れ
ば
見
性
（
さ
と
り
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
報
恩
の
内
容
は
仏
の

教
え
と
い
う
法
施
と
し
て
一
貫
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
白
隠
に
と
っ
て
の
報
恩
と
は
、
特
定
の
師
に
限
ら
ず
に
あ
ら
ゆ
る
人
々

へ
と
関
係
す
る
行
い
で
あ
る
と
い
う
点
で
普
遍
性
を
帯
び
て
い
る
。
か
つ
、
報
恩
行
に

お
い
て
施
与
し
施
与
さ
れ
る
内
容
は
、
時
代
・
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
な
く
常
に

仏
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
も
ま
た
普
遍
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
白
隠
に

お
け
る
仏
道
修
行
の
普
遍
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
用
文
献

白
隠
の
文
章
は
『
白
隠
和
尚
全
集
』（
全
八
巻
、
龍
吟
社
、
一
九
三
四
年―

一
九
三
五
年
）

に
拠
っ
た
。
引
用
に
あ
た
っ
て
漢
文
は
す
べ
て
読
み
下
し
と
し
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が

あ
る
。
ま
た
、
巻
数
に
つ
い
て
は
、
全
集
第
一
巻
で
あ
れ
ば
、
全
集
一
と
記
し
た
。

注（
１
）　

中
村
元
「
「
恩
」
の
思
想
」、
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
恩
』
仏
教
思
想
四
、
平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
九
年
、
一―

五
五
頁
。

（
２
）　

雲
井
昭
善
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
恩
の
思
想
」、
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
恩
』
仏
教

思
想
四
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一―

五
五
頁
。
五
七―

八
六
頁
。

（
３
）　

岡
部
和
雄
「
四
恩
説
の
成
立
」（
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
恩
』
仏
教
思
想
四
、
平
楽

寺
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一
七
三―

一
八
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、
四
恩
は
は
じ
め
三
世
紀

か
ら
四
世
紀
頃
に
訳
さ
れ
た
漢
訳
教
典
の
中
に
か
な
り
見
ら
れ
る
も
の
で
、
当
初
の
意

味
は
布
施
、
愛
語
、
利
行
、
同
時
と
い
っ
た
仏
菩
薩
が
衆
生
を
仏
道
へ
導
く
た
め
の
四

摂
事
を
指
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
四
恩
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
愛
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、「
四
恩
に
報
ず
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
常
套
句
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

（
４
）　

『
宝
鑑
貽
照
』、
全
集
一
、二
四
七
頁
。

（
５
）　

こ
の
指
摘
は
前
出
の
中
村
元
「
「
恩
」
の
思
想
」
に
よ
る
。

（
６
）　

龍
吟
社
版
『
白
隠
和
尚
全
集
』
の
、
編
集
委
員
の
森
大
狂
ら
に
よ
る
解
題
に
よ
る
と
、

一
七
四
〇
年
の
白
隠
の
『
虚
堂
録
』
提
唱
の
際
に
は
聴
衆
が
四
〇
〇
人
を
超
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
元
文
五
年
の
春
、
白
隠
和
尚
五
十
六
歳
、
虚
堂
録

を
提
唱
す
。
闔
衆
四
百
余
。
乃
ち
此
の
普
説
あ
り
。
寛
保
三
年
癸
亥
の
九
月
、
鵠
林
門

下
の
文
忠
、
之
を
上
梓
せ
り
。
始
め
は
松
蔭
に
て
印
施
し
た
る
が
、
後
に
沼
津
の
書
売

之
を
再
摺
せ
り
。」（
全
集
一
、
解
説
一
三
頁
）

（
７
）　

た
だ
し
例
外
的
な
も
の
と
し
て
、
白
隠
が
八
二
歳
の
と
き
の
『
壁
生
草
』
巻
中
に
「
虚

堂
之
録
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
常
盤
義
伸
に
よ
る
。（
常
盤
義
伸
『
白
隠
』

大
乗
仏
典
「
中
国
・
日
本
篇
」
二
七
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
、
一
九
五
頁
。）

　
　
　

な
お
、
虚
堂
が
息
耕
と
自
称
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
虚
堂
の
「
自
賦
息
畊
（
自

ら
息
耕
に
賦
す
）
」
と
い
う
、
耕
作
の
手
を
休
め
て
思
わ
ず
歌
っ
た
と
き
の
、
次
の
頌

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

葉
深
く
煙
気
暖
か
く
、
粳
の
軟
か
き
骨
毛
香
る
。
巣
許
清
節
を
垂
る
。
流
れ
に
臨

み
爾
く
忘
れ
じ
（
大
正
四
七
、一
〇
三
八
下
）

　
　
　

意
味
は
、
葉
の
表
か
ら
立
ち
上
る
気
は
暖
か
く
、
う
る
ち
の
柔
ら
か
く
滑
ら
か
な

毛
が
香
る
。
単
父
と
許
由
は
節
操
を
つ
ら
ぬ
い
て
範
を
垂
れ
た
。
水
の
流
れ
を
見
て
、

大
切
な
こ
と
は
忘
れ
な
い
よ
う
と
に
思
う
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

（
８
）　

原
文
に
は
「
師
、
恬
如
と
し
て
目
を
収
む
。
唱
え
る
は
或
い
は
五
行
、
或
い
は
十
行
。

唱
う
る
に
随
う
。
航
、
こ
れ
を
筆
記
し
、
純
、
こ
れ
を
訂
正
す
。
師
、
心
に
任
せ
浮
ぶ

所
こ
れ
を
唱
う
。
次
序
を
顧
み
ず
。」
と
あ
る
。（
全
集
二
、三
七
〇
頁
）

（
９
）　

正
確
に
は
、
大
庾
の
「
印
施
解
」
に
は
、
東
嶺
に
よ
る
校
訂
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
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白
隠
の
報
恩
観

て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
東
嶺
年
譜
』
に
よ
る
。

（
10
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
印
施
解
』、
全
集
二
、三
六
九―

三
七
三
頁
。

（
11
）　

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
五
四
、
離
世
間
品
第
三
八
の
二
に
あ
る
、
原
文
の
該
当
箇

所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

仏
子
よ
。
菩
薩
摩
訶
薩
に
十
種
の
智
慧
観
察
有
り
。
何
を
か
十
と
す
。
い
わ
ゆ
る

善
巧
分
別
、
一
切
法
を
説
く
智
慧
観
察
。
三
世
一
切
善
根
な
る
こ
と
を
了
知
す
る

智
慧
観
察
。
一
切
の
諸
菩
薩
行
、
自
在
変
化
す
る
こ
と
を
了
知
す
る
智
慧
観
察
。

一
切
諸
法
の
義
門
な
る
こ
と
を
了
知
す
る
智
慧
観
察
。
一
切
諸
仏
の
威
力
を
了
知

す
る
智
慧
観
察
。
一
切
陀
羅
尼
門
を
了
知
す
る
智
慧
観
察
。
一
切
世
界
に
お
い
て

正
法
を
普
く
説
く
智
慧
観
察
。
一
切
法
界
に
入
る
智
慧
観
察
。
一
切
十
方
の
不
可

思
議
を
知
る
智
慧
観
察
。
一
切
仏
法
の
智
慧
光
明
な
る
こ
と
を
知
り
、
障
礙
有
る

こ
と
無
き
智
慧
観
察
。
是
れ
を
十
と
す
。（
大
正
一
〇
、二
八
七
下
）

　
　
　

ま
た
、
無
著
道
忠
（
一
六
五
三―
一
七
四
五
）
の
編
に
よ
る
禅
宗
の
用
語
辞
典
で

あ
る
『
禅
林
象
器
箋
』
第
十
一
類
垂
説
門
に
は
、「
旧
説
に
曰
く
、
普
説
は
即
ち
陞
座

な
り
。
上
堂
ま
た
陞
座
な
り
。
但
し
普
説
は
祝
香
を
炷
か
ず
、
法
衣
を
搭
せ
ず
、
以
て

異
と
す
。
普
説
は
真
浄
よ
り
始
ま
る
。
三
仏
ま
た
こ
れ
を
行
う
。
大
慧
に
到
り
て
方

盛
な
り
。
普
説
は
須
ら
く
是
れ
知
見
広
博
の
人
に
し
て
始
得
す
べ
し
。」
云
々
と
あ
り
、

禅
宗
に
お
け
る
普
説
の
始
ま
り
は
真
浄
克
文
（
一
〇
二
五―
一
一
〇
二
）
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九―

一
一
六
三
）
の
『
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
』
巻
三
に

見
ら
れ
、
以
来
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
普
説
の
根
拠
が
『
華
厳
経
』
に
あ

る
こ
と
と
、
真
浄
の
普
説
に
つ
い
て
は
、
白
隠
の
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
冒
頭
に
お

か
れ
た
天
敬
禅
祚
（
臨
済
宗
の
僧
侶
で
、
白
隠
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
白
隠
の

弟
子
の
文
忠
に
よ
っ
て
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
の
序
文
を
請
わ
れ
た
こ
と
が
、
序
文
に

続
く
印
施
の
趣
旨
文
に
記
録
さ
れ
て
い
る
）
の
序
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼

は
序
文
で
「
普
説
」
と
は
「
不
説
」
で
あ
る
と
述
べ
、
千
人
万
人
の
仏
祖
は
一
句
も
説

い
て
説
か
ず
、
千
人
万
人
は
そ
れ
を
会
得
し
て
会
得
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
も
し
一

人
の
人
が
い
て
こ
の
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
を
開
い
て
み
る
以
前
の
と
こ
ろ
に
向
か
う

な
ら
ば
、
会
得
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
仕
方
で
会
得
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
。
こ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
普
説
が
一
面
で
は
限
定
的
な
時
間
・
空
間
に
お
い
て
特
定
の

人
々
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
か
つ
仏
教
の
普
遍
性
に
お
い
て
は
そ
の

限
定
的
な
時
間
・
空
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
12
）　

前
出
、
常
盤
義
伸
『
白
隠
』
大
乗
仏
典
「
中
国
・
日
本
篇
」
二
七
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
八
年
。

（
13
）　

藤
吉
慈
海
『
禅
と
浄
土
教
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
。

（
14
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
全
集
二
、三
九
二
頁
。

（
15
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
全
集
二
、
四
二
一
頁
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る

圜
悟
克
勤
の
こ
と
ば
は
、
白
隠
の
原
文
で
は
「
古
人
は
得
道
の
後
、
茅
茨
石
室
、
折
脚

鐺
児
内
に
野
菜
根
を
煮
て
、
喫
し
て
日
を
過
ぎ
、
且
つ
名
利
を
求
め
ず
。
放
曠
し
て
一

転
語
を
垂
れ
、
仏
祖
の
深
恩
に
報
じ
る
こ
と
を
要
す
。」
と
あ
る
が
、『
碧
巌
録
』
の
原

文
で
は
「
古
人
は
既
に
得
道
の
後
、
茅
茨
石
室
の
中
、
折
脚
鐺
児
の
内
に
、
野
菜
根
を

煮
て
、
喫
し
て
日
を
過
ぐ
。
且
つ
名
利
を
求
め
ず
、
随
縁
を
放
曠
し
、
一
転
語
を
垂
し
、

且
つ
仏
祖
の
恩
に
報
ず
る
を
要
し
て
、
仏
印
を
伝
心
す
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
あ
り
、

若
干
異
な
っ
て
い
る
。

（
16
）　

『
碧
巌
録
』
上
、
入
矢
義
高
・
溝
口
雄
三
・
末
木
文
美
士
・
伊
藤
文
生
訳
注
、
岩
波

文
庫
、
一
九
九
二
年
、
三
二
一―

三
三
二
頁
。
な
お
引
用
は
本
則
の
み
と
し
、
圜
悟
に

よ
る
著
語
な
ど
は
省
略
し
た
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
で
あ
る
。

（
17
）　

『
碧
巌
録
』
第
十
三
則
「
巴
陵
銀
椀
裏
」
の
本
則
を
参
考
に
記
す
。「
僧
、
巴
陵
に
問

う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
提
婆
宗
」。
巴
陵
云
く
、「
銀
椀
裏
に
雪
を
盛
る
」。」

（
18
）　

こ
れ
は
『
碧
巌
録
』
第
七
七
則
「
雲
門
答
餬
餅
」
の
垂
示
か
ら
の
引
用
。
原
文
で
は
「
転

ず
る
を
も
っ
て
什
麼
か
作
ん
」
と
あ
る
の
が
、
白
隠
の
引
用
文
で
は
「
参
ず
る
を
も
っ

て
」
云
々
に
変
わ
っ
て
い
る
。

（
19
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』、
全
集
二
、四
二
二
頁
。

（
20
）　

原
典
は
恕
中
無
慍
編
の
『
山
庵
雑
録
』
上
に
見
ら
れ
る
（
続
蔵
、
新
文
豊

一
四
八
、三
三
三
頁
）。

（
21
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』、
全
集
二
、四
二
四―

四
二
五
頁
。

（
22
）　

『
宝
蔵
論
』
広
照
空
有
品
を
参
照
（
大
正
四
五
、一
四
五
中
）。

（
23
）　

前
出
、
常
盤
義
伸
『
白
隠
』
大
乗
仏
典
「
中
国
・
日
本
篇
」
二
七
、三
〇
四
頁
。

（
24
）　

こ
こ
で
は
「
末
期
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
白
隠
の
全
集
で
は
「
末
後
」
と
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
論
者
は
「
末
後
」
で
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
25
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』、
全
集
二
、四
一
〇
頁
。

（
26
）　

『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
三
に
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。「
乃
ち
門
人
に
命
じ
て
曰
く
、

『
時
ま
さ
に
至
り
な
ん
と
す
。
汝
等
蓋
ぞ
所
得
を
言
は
ざ
る
や
』。
時
に
門
人
道
副
対
へ
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て
曰
く
、『
我
が
所
見
の
如
き
は
、
文
字
を
執
せ
ず
、
文
字
を
離
れ
ず
、
し
か
も
道
用

を
な
す
』。
師
曰
く
、『
汝
吾
が
皮
を
得
た
り
』。
尼
總
持
曰
く
、『
我
が
今
の
所
解
の
如

き
は
、
慶
喜
の
阿
閦
仏
国
を
見
し
に
、
一
見
し
て
更
に
再
見
せ
ざ
り
し
が
如
し
』。
師

曰
く
、『
汝
吾
が
肉
を
得
た
り
』。
道
育
曰
く
、『
四
大
本
と
空
な
り
、
五
陰
も
有
に
非

ず
。
し
か
も
我
が
見
処
は
一
法
と
し
て
得
べ
き
無
し
』。
師
曰
く
、『
汝
吾
が
骨
を
得
た

り
』。
最
後
に
慧
可
、
礼
拝
の
後
に
位
に
依
り
て
立
て
り
。
師
曰
く
、『
汝
吾
が
髓
を
得

た
り
』。」（
大
正
五
一
、二
一
九
中―

下
）

　
　
　

こ
の
出
来
事
を
も
っ
て
、
慧
可
の
二
祖
と
し
て
の
伝
法
伝
衣
と
な
っ
た
。
こ
の
皮

肉
骨
髄
の
話
は
、
禅
宗
史
上
に
お
い
て
様
々
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
四
人
の
弟
子
の
得
法
の
深
浅
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
：
話
の
内

容
自
体
に
は
深
浅
の
あ
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
、
二
：
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇

―

八
四
一
）
が
『
裴
休
拾
遺
問
』
の
「
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
」
に
お
い
て

得
法
の
深
浅
を
述
べ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
、
彼
の
教
相
判
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
、

三
：
教
禅
一
致
か
教
外
別
伝
か
と
い
う
議
論
と
の
関
係
、
と
い
っ
た
様
々
な
問
題
が
あ

る
。（
石
井
修
道
『
真
字
「
正
法
眼
蔵
」
に
学
ぶ
中
国
禅
宗
史
話
』、
禅
文
化
研
究
所
、

二
〇
〇
三
年
、
六
二―

六
七
頁
参
照
）。

　
　
　

日
本
の
道
元
は
、
皮
肉
骨
髄
の
話
は
さ
と
り
の
深
浅
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

と
述
べ
て
い
る
（
『
正
法
眼
蔵
』「
葛
藤
」
巻
参
照
）。
白
隠
は
深
浅
の
有
無
自
体
を
論

じ
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
は
明
確
で
は
な
い
。
白
隠
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
、
伝
法
が
問
答
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

（
27
）　

『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
全
集
二
、四
二
一―

四
二
二
頁
。

（
28
）　

た
だ
し
、
公
案
参
究
と
一
転
語
の
打
出
以
外
の
行
は
真
実
に
は
仏
祖
へ
の
報
恩
に

は
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
決
し
て
白
隠
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
白
隠
の
戒
律
観
と
し
て
別
に
論
じ
る
機
会
を
俟
つ
。
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