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は
じ
め
に

　

鎌
倉
時
代
後
期
に
成
立
し
た
『
沙
石
集
』（
一
二
八
三
年
）
は
、
同
じ
く
無
住
の
著
作
で
あ
る
『
雑
談
集
』
に
、「
先
年
沙
石
集
、（
中
略
）
本

意
只
愚
俗
ノ
、
仏
法
ノ
結
縁
ヲ
、
存
ズ
ル
バ
カ
リ
也１

」
と
あ
る
よ
う
に
、
能
力
の
低
い
愚
俗
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
『
沙
石
集
』

に
お
い
て
、
無
住
は
「
生
死
の
郷
を
出
づ
る
媒
と
し
、
涅
槃
の
都
へ
到
る
し
る
べ
と
せ
よ
と
な
り２

」
と
記
し
て
、
こ
の
書
が
人
々
を
悟
り
の
世
界

に
誘
う
目
的
を
も
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
無
住
に
と
っ
て
の
最
大
の
課
題
は
末
法
時
代
の
愚
俗
を
い
か
に
し
て
真
実
の
悟

り
に
導
く
か
と
い
う
困
難
な
問
題
だ
っ
た
が
、
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
も
の
が
「
方
便
」
だ
っ
た
。

　

『
沙
石
集
』
の
「
方
便
」
思
想
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
視
点
か
ら
研
究
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
あ
る
特
定
の
「
方
便
」

を
取
り
上
げ
、
劣
機
救
済
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
検
討
す
る
も
の
が
あ
る
。
菅
基
久
子
氏
は
、
末
代
の
劣
機
を
救
う
方
便
と
し
て
、
和
歌
、
念
仏

と
真
言
を
称
揚
す
る
無
住
の
意
図
を
、「
こ
と
ば
に
よ
る
易
行
と
神
仏
の
利
益
と
の
結
合
」
に
よ
る
救
済
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
自
力
と
他
力
の
補

完
関
係
」
に
よ
る
救
済
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
大
乗
仏
教
の
慈
悲
の
思
想
を
指
摘
し
て
い
る３

。
同
じ
く
和
歌

に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
山
田
昭
全
氏
は
和
歌
陀
羅
尼
論
の
論
拠
を
神
仏
関
係
、
和
歌
と
陀
羅
尼
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
角
度
か
ら
分
析
し
、

『
沙
石
集
』
に
展
開
さ
れ
た
救
済
の
方
便
と
し
て
の
文
芸
観
を
論
じ
て
い
る４

。

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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ま
た
、
方
便
と
し
て
の
垂
迹
思
想
の
内
実
と
意
義
を
検
討
す
る
論
考
も
見
ら
れ
る
。
陸
晩
霞
氏
は
、
垂
迹
の
方
便
を
手
掛
か
り
に
、『
沙
石
集
』

が
神
仏
同
体
の
習
合
思
想
を
本
高
迹
下
の
本
地
垂
迹
思
想
と
両
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
、
そ
こ
に
無
住
の
方
便
思
想
の
「
平
等
性
」
と
い

う
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
て
い
る５

。
ま
た
追
塩
千
尋
氏
は
、
仏
・
菩
薩
の
役
割
が
付
加
さ
れ
た
日
本
の
神
へ
の
祈
願
に
よ
っ
て
、

本
地
仏
と
同
等
の
効
験
を
得
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、
無
住
に
お
け
る
本
地
垂
迹
説
と
日
本
の
神
と
の
関
係
を
再
検
討
し
て
い
る６

。
そ
の
ほ
か
、

『
沙
石
集
』
を
無
住
の
他
の
著
作
と
比
較
し
た
り
、
無
住
を
同
時
代
の
他
の
思
想
家
と
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
便
思
想
を
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見
ら
れ
る７

。

　

す
で
に
先
行
研
究
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
沙
石
集
』
の
方
便
思
想
を
考
察
す
る
際
、
日
本
の
神
明
は
一
つ
重
要
な
手
掛
か
り
と
な

り
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
明
に
つ
い
て
、
次
に
挙
げ
る
引
用
文
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

　
　

 

神
明
は
、
内
に
は
智
恵
朗
ら
か
に
し
て
、
外
に
は
慈
悲
妙
な
り
。
智
恵
と
慈
悲
と
有
ら
ん
身
は
、
必
ず
神
明
伴
ふ
と
思
す
べ
き
な
り
。
さ
あ

ら
む
に
付
き
て
は
、
自
ら
生
身
を
全
く
し
、
法
身
を
も
成
就
す
べ
し８

。

　

右
の
文
章
に
よ
れ
ば
、「
慈
悲
」
と
「
智
恵９

」
と
は
日
本
の
神
明
の
具
有
す
る
性
質
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
二
つ
が
身
に
備
っ
て
い
る
人
は
、
自

ら
現
当
二
世
の
安
楽
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
こ
う
い
っ
た
仏
道
修
行
の
素
質
を
有
す
る
人
た
ち
と
違
っ
て
、
能
力
の
劣
っ
た
も
の
を

助
け
る
た
め
に
、「
慈
悲
」、「
智
恵
」
を
具
有
す
る
神
明
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
方
便
力
を
発
揮
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
提
起
と
そ
の
分
析
が
、

『
沙
石
集
』
の
救
済
思
想
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
有
効
な
視
点
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、『
沙
石
集
』
に
頻
繁
に
出
現
す
る
「
方
便
」
に
光
を
当
て
、
神
明
に
よ
る
方
便
と
「
慈
悲
」、「
智

恵
」
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
定
の
「
方
便
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
た
従
来
の
研
究
を
超
え
て
、『
沙
石
集
』
の
救
済
論
の
全
体
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、『
沙
石
集
』
の
救
済
論
理
を
中
世
の
宗
教
世
界
に
位
置
づ
け
て
、
そ
れ
が
担
っ
た
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。
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一　

悟
り
に
導
く
神
明

　
　

１　

「
曼
荼
羅
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
神
々

　

「
神
明
」
に
関
す
る
説
話
が
『
沙
石
集
』
冒
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
住
は
神
の
存
在
を
き
わ
め
て
重
要
視
し
て
い
た
。
神
が

単
に
現
世
利
益
を
与
え
る
存
在
で
は
な
く
、
日
本
に
お
い
て
出
離
を
目
指
す
人
々
が
祈
願
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
言
葉
に
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

我
が
国
は
辺
地
な
り
。
剛
強
の
衆
生
、
因
果
を
知
ら
ず
。
仏
法
を
信
ぜ
ぬ
た
ぐ
ひ
に
は
、
同
体
無
縁
の
慈
悲
に
よ
り
て
、
等
流
法
身
の
応
用

を
垂
れ
、
悪
鬼
邪
神
の
形
を
現
じ
、
猛
獣
毒
蛇
の
身
を
示
し
、
暴
悪
の
族
を
調
伏
し
て
仏
道
に
入
れ
給
ふ
。
さ
れ
ば
他
国
有
縁
の
身
を
重
く

し
て
、
本
朝
相
応
の
形
を
軽
し
む
べ
か
ら
ず
。
我
が
朝
は
、
神
国
と
し
て
大
権
跡
を
垂
れ
給
ふ
。
我
等
皆
か
の
子
孫
と
し
て
気
を
同
じ
く
す
。

因
縁
然
ら
し
め
た
り
。
こ
の
外
の
本
尊
を
尋
ね
ば
、
返
り
て
感
応
の
道
は
隔
た
り
ぬ
べ
し
。
仍
て
機
感
相
応
の
和
光
の
方
便
を
仰
ぎ
て
、
出

離
生
死
の
要
道
を
祈
る
べ
し10

。

　

日
本
は
仏
の
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
か
ら
は
る
か
に
隔
た
っ
た
「
辺
地
」
で
あ
る
た
め
、
人
々
は
な
か
な
か
素
直
に
仏
道
に
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
法
身
仏
は「
慈
悲
」に
も
と
づ
き
、「
等
流
法
身
の
応
用
」と
し
て
こ
の
世
に
目
に
見
え
る
姿
を
と
っ
て
出
現
し
、
威
力
を
示
し
て
人
々

を
導
こ
う
と
さ
れ
た
。「
悪
鬼
邪
神
」
や
「
猛
獣
毒
蛇
」
で
す
ら
そ
う
し
た
存
在
だ
っ
た
。
な
か
で
も
「
大
権
」
＝
伝
統
的
な
日
本
の
神
々
と
そ

の
中
心
で
あ
る
天
照
大
神
は
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
我
々
と
「
気
」
を
同
じ
く
す
る
存
在
で
あ
り
、「
神
国
」
に
居
る
人
々
が
結
縁
す
べ
き
「
本
尊
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
機
感
相
応
」
と
し
て
出
現
し
た
聖
な
る
神
々
と
「
悪
鬼
邪
神
」「
猛
獣
毒
蛇
」
が
、
同
じ
使
命
を
帯
び
た
存
在
と
無
住
は
主

張
す
る
の
で
あ
る
。

　

真
宗
系
の
談
義
本
『
神
本
地
之
事
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
世
で
は
神
を
「
権
社
」「
実
社
」
に
二
分
す
る
方
法
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
は
「
権
社
」
は
本
地
の
仏
の
垂
迹
と
し
て
崇
拝
す
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、「
実
社
」
は
本
地
─
垂
迹
の
関
係
か
ら
漏

れ
た
存
在
で
あ
り
、
救
済
を
求
め
る
者
が
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。「
悪
鬼
邪
神
」
は
当
時
の
一
般
的
な
範
疇
と
し
て
は
、
明
ら
か

実
社
に
入
る
存
在
だ
っ
た
。「
猛
獣
毒
蛇
」
に
至
っ
て
は
実
類
神
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た11

。
無
住
は
そ
う
し
た
存
在
を
、
天
照
大
神
の

『
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救
済
構
造

－11－



よ
う
な
垂
迹
の
神
と
同
列
の
救
済
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

無
住
に
お
い
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
論
理
が
、
先
ほ
ど
の
引
用
文
に
あ
る
「
等
流
法
身
」
の
論
理
だ
っ
た
。
次
に
あ
げ
る
も
の
も
、『
沙
石
集
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
　

 

法
身
無
相
の
金
を
以
て
、
四
重
円
壇
、
十
界
随
類
の
形
を
造
る
。
形
を
忘
れ
、
体
を
信
ぜ
ば
、
い
づ
れ
か
法
身
の
利
益
に
あ
ら
ざ
る
。
ま
た
、

智
門
は
高
き
を
勝
れ
た
り
と
し
、
悲
門
は
下
る
を
妙
な
り
と
す
。
大
悲
の
利
益
は
、
等
流
の
身
、
殊
に
劣
機
に
近
づ
き
て
、
強
剛
の
衆
生
を

利
す
る
方
便
勝
れ
た
り12

。

　

こ
こ
で
い
う
「
等
流
の
身
」
と
は
、「（
大
日
如
来
が
）
六
道
・
九
界
等
の
た
め
に
、
等
同
流
類
の
身
と
な
っ
て
救
済
す
る
形13

」
を
と
る
こ
と
で

あ
り
、
先
の
「
等
流
法
身
」
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
無
相
の
法
身
で
あ
る
大
日
如
来
は
、
末
法
辺
土
の
劣
機
を
憐
れ
む
働
き
に
よ
り
、
胎
蔵
曼
荼

羅
（
四
重
円
壇
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
九
界
の
機
根
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
姿
形
に
自
在
に
身
を
変
え
て
、
一
切
の
衆
生
を
余
す
こ
と
な
く
救
済

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、「
悪
鬼
邪
神
」
や
「
猛
獣
毒
蛇
」
の
よ
う
に
外
形
が
異
な
る
も
の
も
、
そ
の
本
質
は
皆
仏
身
で
あ
り
、
衆
生
救
済

を
そ
の
使
命
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
住
は
さ
ら
に
、
実
際
に
「
劣
機
」
に
接
近
し
て
手
強
い
衆
生
を
教
化
す
る
「
方
便
」
の
方
が
優
れ
て
い

る
と
し
て
、「
悪
鬼
邪
神
」
の
結
縁
者
と
し
て
の
優
位
性
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、『
沙
石
集
』
に
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
表
現
も
み
ら
れ
る
。
無
住
は
、「
都
て
大
海
の
底
の
大
日
の
印
文
よ
り
事
興
り
て
、
内
宮
・

外
宮
は
両
部
の
大
日
と
こ
そ
申
し
侍
れ
。（
中
略
）
内
宮
は
胎
蔵
の
大
日
、
四
重
の
曼
荼
羅
を
か
た
ど
り
て
、
玉
垣
・
瑞
垣
・
荒
垣
な
む
ど
重
々
に
、

か
つ
を
木
も
九
あ
り
。
胎
蔵
の
九
尊
に
か
た
ど
る14

」
と
述
べ
、
胎
蔵
曼
荼
羅
と
伊
勢
内
宮
の
構
造
上
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に

よ
れ
ば
、
曼
荼
羅
の
中
心
で
あ
る
中
台
八
葉
院
に
相
当
す
る
も
の
が
内
宮
の
中
核
に
鎮
座
す
る
天
照
大
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
胎

蔵
大
日
如
来
と
内
宮
の
天
照
大
神
は
同
体
と
さ
れ
て
お
り
、
垂
迹
の
神
の
中
で
も
天
照
大
神
は
別
格
の
聖
な
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。

　

一
方
、
無
住
の
『
聖
財
集
』
に
は
、「
化
他
ノ
慈
悲
ハ
下
テ
、
有
相
ナ
ル
ヲ
妙
ヘ
也
ト
ス
。
衆
流
ノ
海
ニ
入
テ
湛
タ々
ル
ニ
似
タ
リ
。
大
日
経
ノ
疏
ニ
云
、
従
本
垂

跡
ノ
時
ハ
、
中
台
ヨ
リ
第
一
重
ニ
出
テ
、
乃
至
外
部
ノ
形
ヲ
現
ス
」15

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
日
本
国
に
姿
を
現
し
て
き
た「
等
流
身
」の「
悪

陳　
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鬼
邪
神
」
等
は
胎
蔵
曼
荼
羅
の
第
四
重
の
外
金
剛
部
に
い
る
も
の
た
ち
、と
無
住
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
天
照
大
神
・

胎
蔵
大
日
如
来
と
の
同
体
説
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、『
沙
石
集
』
に
お
い
て
、
無
住
は
天
照
大
神
と
悪
鬼
邪
神
と
の
関
係
を
、
胎
蔵
曼
荼

羅
が
図
示
し
た
中
央
の
中
台
八
葉
院
と
第
四
重
の
外
金
剛
部
院
と
の
関
係
と
し
て
、
同
じ
等
流
の
身
で
は
あ
っ
て
も
、
中
心
─
周
辺
の
も
の
と
し

て
区
別
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る16

。

　

こ
の
よ
う
な
天
照
大
神
を
中
心
に
、
慈
悲
を
基
調
と
し
て
中
心
か
ら
周
辺
へ
と
展
開
す
る
図
式
は
、
愚
俗
を
利
益
す
る
神
明
の
力
強
さ
を
示
そ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
沙
石
集
』
に
お
い
て
、
無
住
は
「
さ
れ
ば
愚
痴
の
や
か
ら
を
利
益
す
る
方
便
こ
そ
、
実
に
深
き
慈
悲
の
色
、

こ
ま
や
か
な
る
善
巧
の
形
な
れ
ば
、
青
き
こ
と
は
藍
よ
り
出
で
て
藍
よ
り
も
青
き
が
如
く
、
尊
き
事
は
仏
よ
り
出
で
て
仏
よ
り
尊
き
は
、
た
だ
和

光
神
明
の
利
益
な
り17

」
と
し
て
、
愚
か
な
俗
人
を
利
益
す
る
神
明
の
方
便
が
「
機
感
相
応
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
現
実
の
世
界
の
中
で
は
浄
土

で
取
り
澄
ま
す
仏
以
上
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
明
言
し
て
い
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
法
身
の
深
い
慈
悲
の
は
か
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
し

る
し
で
も
あ
っ
た
。

　

無
住
は
中
世
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
た
本
地
垂
迹
説
に
加
え
て
、
密
教
の
「
法
界
等
流
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
身

如
来
の
化
身
と
し
て
衆
生
の
救
済
に
与
る
存
在
を
、「
悪
鬼
邪
神
」「
猛
獣
毒
蛇
」
に
ま
で
拡
大
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
法
に
信
仰
心
の
薄
い
劣
機
を

い
か
に
導
く
か
と
い
う
問
題
を
彼
が
思
索
し
た
結
果
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
無
住
は
胎
蔵
曼
荼
羅
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
依
拠
し
、
日
本
の
神
々
を

「
曼
荼
羅
」
に
位
置
づ
け
て
、
末
代
に
お
け
る
独
自
の
方
便
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
外
金
剛
部
」
に
比
定
さ
れ
た
「
悪
鬼
邪
神
」

「
猛
獣
毒
蛇
」
は
、
仏
法
に
対
す
る
劣
機
の
信
心
を
喚
起
す
る
存
在
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

 

　
　

２　

本
地
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
神
明

　

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
沙
石
集
』
で
は
、
垂
迹
の
神
明
が
本
地
に
代
わ
っ
て
日
本
の
衆
生
を
救
済
す
る
重
要
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
明
の
役
割
と
本
地
の
機
能
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　

愚
俗
の
救
済
を
重
視
す
る
姿
勢
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
無
住
に
お
い
て
は
末
代
の
愚
か
な
俗
人
と
仏
道
を
結
び
つ
け
る
存
在
と
し
て
神
明

『
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が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
次
の
引
用
文
に
は
、
神
明
の
役
割
に
関
す
る
無
住
の
認
識
が
よ
り
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

こ
れ
を
以
て
思
ふ
に
も
、
我
国
仏
法
の
名
字
を
も
聞
か
ず
、
因
果
の
道
理
を
も
知
ら
ざ
り
し
時
に
、
仏
に
仕
へ
法
を
行
ず
べ
き
方
便
に
、

祭
る
と
云
ふ
事
を
教
へ
て
、
漸
く
仏
法
の
方
便
と
し
給
へ
り
。
本
地
の
御
心
を
知
り
、
仏
法
の
教
へ
弘
ま
り
な
ば
、
昔
の
わ
ざ
を
捨
て
て
法

味
を
捧
げ
む
に
こ
そ
、
真
実
の
神
慮
に
叶
ふ
べ
き
に
、（
中
略
）
し
か
る
に
諸
霊
社
に
、
中
古
よ
り
講
行
な
む
ど
行
は
る
る
は
、
本
地
の
御

心
に
叶
ふ
べ
き
故
に
、
和
光
の
威
も
目
出
た
く
御
坐
す
べ
き
事
な
り18

。

　

無
住
は
、
仏
法
に
心
を
傾
け
る
人
々
こ
そ
が
垂
迹
で
あ
る
神
明
の
真
実
の
思
慮
に
叶
う
も
の
で
あ
り
、
仏
法
が
ま
だ
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
時

期
に
は
、
神
明
は
自
ら
を
架
け
橋
と
し
て
、
そ
の
祭
祀
を
通
じ
て
人
々
に
本
地
の
御
心
を
察
知
さ
せ
る
方
便
と
し
て
き
た
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
神
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
に
向
け
て
の
す
べ
て
の
プ
ロ
セ
ス
が
完
了
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
下
記
の
引
用
文

に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

我
が
朝
に
は
、
和
光
の
神
明
、
先
づ
跡
を
垂
れ
て
、
人
の
荒
き
心
を
和
げ
て
、
仏
法
を
信
ず
る
方
便
と
し
給
へ
り
。
本
地
の
深
き
心
を
仰
ぎ
、

和
光
の
近
き
方
便
を
信
ぜ
ば
、
現
生
に
は
息
災
安
穏
の
望
み
を
と
げ
、
当
来
に
は
無
為
常
住
の
悟
り
を
開
く
べ
し19

。

　

人
々
の
荒
い
心
を
和
ら
げ
て
、
仏
法
を
信
じ
る
心
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
に
、
本
地
は
ま
ず
神
明
と
し
て
跡
を
垂
れ
て
、
機
根
を
整
え
る
こ
と
に

努
め
て
き
た
。
し
か
し
、
神
は
あ
く
ま
で
「
権
現
」
で
あ
り
、
方
便
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
神
を
拝
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
息
災
安
穏
」
が
成
就
し
、

落
ち
着
い
て
仏
道
修
行
に
励
む
こ
と
の
で
き
る
客
観
的
条
件
は
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
無
為
常
住
の
悟
り
」
に
到
達
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
無
住
は
垂
迹
の
神
明
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
主
張
す
る
が
、
最
終
的
な
救
済
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
本
地
の
力
が

不
可
欠
だ
っ
た
。
ま
ず
神
明
の
力
に
頼
っ
て
仏
法
へ
の
信
心
を
喚
起
し
て
も
、
最
終
的
に
は
本
地
の
御
心
を
仰
い
で
真
の
悟
り
へ
と
心
を
傾
け
て

い
く
こ
と
が
、
結
局
は
神
明
の
思
慮
に
叶
う
行
為
で
あ
る
と
無
住
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
地
の
垂
迹
で
あ
る
神
明
は
、
中
世
日
本
の
愚
俗
を
導
く
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
役
割
は
人
々
を
本
地
の
御
心
に
結
び
つ
け
、
悟
り
の

世
界
へ
導
く
手
助
け
を
す
る
こ
と
に
あ
っ
た20

。
神
に
対
す
る
「
尊
き
事
は
仏
よ
り
出
で
て
仏
よ
り
尊
き
」
と
い
う
評
価
は
、
こ
の
現
実
世
界
で
の

神
の
働
き
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
仏
に
よ
る
「
衆
生
済
度
」
の
慈
悲
心
に
対
す
る
無
住
の
信
頼
は
揺
る
ぎ
な
い
も
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の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

神
明
に
よ
る
救
済
構
造
の
展
開

　
　

１　

仏
性
を
宿
す
心

　

前
章
で
は
無
住
が
、
末
代
の
愚
俗
を
導
く
方
便
と
し
て
垂
迹
の
神
明
を
重
視
し
た
が
、
最
終
的
に
人
を
悟
り
に
導
く
の
は
本
地
の
御
心
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
愚
俗
の
人
間
が
い
か
に
し
て
究
極
の
悟
り
に
到
達
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
あ
げ
る
も
の
は『
沙

石
集
』
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
。

　
　

 

一
切
の
衆
生
の
心
中
に
覚
悟
の
蓮
花
あ
り
と
云
ふ
は
、
本
性
観
音
な
り
。
一
切
衆
生
の
仏
性
は
、
弥
陀
・
観
音
に
成
る
べ
き
性
な
り
。
仏
菩

薩
、
毎
に
蓮
花
に
坐
し
給
へ
り
。
観
音
の
本
誓
に
あ
ら
ざ
る
仏
の
慈
悲
・
智
慧
は
な
し
と
心
得
べ
し
。
さ
れ
ば
一
切
仏
心
は
慈
悲
な
り
。
一

切
の
慈
悲
は
観
音
な
り21

。

　

一
切
の
仏
心
は
慈
悲
で
あ
る
。
本
地
の
御
心
を
仰
ぐ
こ
と
は
、
仏
に
慈
悲
の
恩
恵
を
請
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
慈
悲
は
同
じ
く
衆
生
の
心
に

も
宿
っ
て
い
る
。
慈
悲
で
あ
る
本
地
の
深
い
心
を
感
得
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
誰
の
心
中
に
も
眠
っ
て
い
る
こ
の
本
性
を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

誰
も
が
仏
と
し
て
の
本
性
を
具
有
し
て
い
る
（
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
）
と
い
う
理
念
は
大
乗
仏
教
の
根
本
で
あ
る
が
、
無
住
も
こ
の
理
念
を
共

有
し
て
い
た
。
そ
の
理
念
は
ま
た
、
中
世
日
本
の
仏
教
者
が
例
外
な
く
前
提
と
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

『
沙
石
集
』
の
、「
真
実
の
心
は
、
心
即
ち
法
、
法
即
ち
心
な
り
。（
中
略
）
是
を
一
心
の
法
と
も
、
妙
法
の
体
と
も
云
ふ
な
り22

」
と
い
う
言
葉

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
実
の
心
は
す
な
わ
ち
法
で
あ
り
、
一
心
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
真
如
平
等
」
と
い
う
悟
り
の
世
界
へ
到

達
で
き
る
の
で
あ
る
。
能
力
の
低
い
愚
俗
で
あ
っ
て
も
、
漏
れ
な
く
心
に
仏
性
を
具
え
る
故
に
、
そ
の
一
心
を
覚
知
す
れ
ば
必
ず
救
済
が
実
現
す

る
と
い
う
信
念
を
、
無
住
は
明
確
に
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
無
住
は
、
だ
れ
も
が
例
外
な
く
心
に
仏
性
を
宿
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
使
っ
て
心
の
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奥
底
に
眠
る
仏
性
を
覚
醒
さ
せ
る
か
で
あ
る
。『
沙
石
集
』
の
「
仏
性
、
本
来
こ
れ
有
り
。
た
だ
隔
つ
る
所
、
妄
念
な
り23

」
と
い
う
言
葉
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
無
住
は
衆
生
が
仏
性
を
開
花
で
き
な
い
原
因
を
、
仏
性
を
覆
い
隠
す
妄
念
の
存
在
に
求
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
衆
生
は
妄
念

を
払
拭
し
て
、「
智
心
」
を
現
ず
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

 　

都
て
は
仏
に
真
身
・
応
身
ま
し
ま
す
。
ま
た
衆
生
に
妄
心
・
智
心
あ
り
。
仏
の
真
身
は
無
相
常
住
の
法
身
な
り
。
妄
心
を
以
て
縁
す
べ
か

ら
ず
。
智
心
こ
れ
を
照
ら
す
。
無
相
観
の
智
と
理
と
相
応
す
る
時
、
法
身
を
縁
す
る
義
あ
り
。
応
身
は
情
識
の
中
に
妙
用
の
方
便
を
仰
ぎ
、

信
深
く
し
て
父
母
の
如
く
な
つ
か
し
く
思
ひ
、
師
君
を
重
く
憑
む
心
の
如
く
、
志
を
致
し
功
を
入
る
る
時
に
、
世
間
の
利
益
に
預
り
、
病
苦

を
免
れ
、
厄
難
を
除
く
方
便
こ
れ
な
り
。
先
づ
応
用
を
以
て
情
識
を
助
け
、
障
り
除
こ
り
罪
消
え
て
、
悪
趣
を
離
れ
浄
土
に
生
れ
、
漸
く
智

性
顕
は
る
れ
ば
、
引
て
法
身
を
見
せ
し
む
。
然
れ
ば
先
づ
妄
心
の
中
に
妙
用
の
徳
を
厚
く
憑
み
、
次
に
観
智
の
前
に
真
身
の
体
を
照
ら
す
べ

し24

。

　

こ
こ
で
は
無
住
は
、
衆
生
が
真
理
に
通
達
で
き
る
「
智
心
」
に
よ
っ
て
自
身
の
法
身
を
照
ら
し
出
す
前
提
と
し
て
、
妄
心
に
取
り
囲
ま
れ
て
い

る
衆
生
は
、
ま
ず
仏
の
応
身
の
働
き
に
頼
っ
て
世
間
の
利
益
に
預
か
り
、
厄
難
を
除
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
無
住
は
、
慈
悲

の
象
徴
で
あ
る
応
身
─
垂
迹
に
助
力
を
求
め
て
外
的
な
困
難
を
克
服
し
、
そ
の
上
で
真
理
を
洞
察
す
る
「
智
心
」
に
よ
っ
て
衆
生
が
具
有
す
る
根

源
的
な
仏
性
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
、
二
段
階25

の
救
済
論
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
二
段
階
の
救
済
構
造
を
裏
付
け

る
証
拠
と
し
て
、
次
の
引
用
文
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　

 

こ
の
故
に
、
内
に
は
常
住
の
法
身
を
観
じ
て
能
所
を
忘
れ
、
外
に
は
慈
悲
の
妙
用
を
信
じ
て
感
応
を
た
の
む
べ
し
。
こ
れ
行
者
の
肝
要
、
出

離
の
用
心
な
り26

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
慈
悲
の
妙
用
」
で
あ
る
和
光
の
神
明
と
と
も
に
、「
智
心
」
を
通
じ
て
衆
生
の
心
に
宿
る
常
住
の
法
身
（
仏
性
）
と
協
働
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
出
離
の
道
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る27

。

　

仏
と
衆
生
と
の
同
質
性
は
、
法
身
の
概
念
を
経
由
し
て
説
か
れ
た
こ
と
が
前
章
に
は
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
の
同
質
性
は
、
衆
生
の
仏
性
と
本
地

の
御
心
と
の
関
係
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
法
身
の
御
心
に
対
す
る
想
い
を
、
仏
性
を
も
つ
自
身
の
内
面
の
凝
視
と
し
て
捉
え
直
す
無
住
の
意
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図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
自
力
で
修
行
し
難
い
劣
機
を
手
助
け
し
て
く
る
の
は
仏
の
応
身
で
あ
り
、「
愚
俗
済
度
」

の
先
頭
に
立
つ
の
は
日
本
の
神
明
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、『
沙
石
集
』
に
お
け
る
神
明
に
対
す
る
無
住
の
強
い
関
心
は
、
本
地
─
垂
迹
と
い
う
関
係
だ
け
で
完
結
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　

 

経
に
云
は
く
、「
一
切
衆
生
皆
如
来
蔵
、
普
賢
菩
薩
の
自
体
に
遍
ず
る
故
に
」
と
説
き
て
「
我
等
が
全
体
法
身
の
五
道
に
流
転
す
る
を
、
名

づ
け
て
衆
生
と
す
。
即
ち
こ
の
法
身
の
六
度
を
修
行
す
る
を
、
名
づ
け
て
菩
薩
と
す
。
即
ち
こ
の
法
身
の
反
流
し
て
源
を
尽
く
す
を
、
名
づ

け
て
仏
と
す
」
と
云
へ
り
。
今
、
垂
跡
を
思
ふ
に
、
即
ち
こ
の
法
身
、
和
光
同
塵
せ
る
を
名
づ
け
て
神
明
と
す
、
と
こ
そ
心
得
ら
れ
て
侍
れ28

。

　

右
の
引
用
文
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
沙
石
集
』
に
お
い
て
は
、
同
じ
法
身
（
真
理
）
の
現
れ
と
し
て
仏
と
衆
生
と
の
同
質
性
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。
神
明
も
ま
た
法
身
が
和
光
同
塵
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
神
と
衆
生
の
間
に
は
不
可
分
の
関
係
が
存
在
し
た
。
神
が
衆
生
の
仏
性
を
引

き
出
す
た
め
の
外
因
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
理
由
は
、
両
者
の
本
質
的
な
等
質
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
世
日
本
に
お
い
て
、
垂
迹
の

神
明
は
出
離
を
目
指
す
人
が
ま
ず
祈
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い
う
『
沙
石
集
』
の
基
本
の
ス
タ
ン
ス
と
も
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

２　

方
便
で
あ
る
「
慈
悲
」
と
「
不
堕
悪
趣
」

　

『
沙
石
集
』
に
お
い
て
無
住
は
、
常
住
法
身
を
照
ら
し
出
す
に
は
「
智
心
」
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
「
智
心
」
を
顯
現
さ
せ
る

た
め
に
、
垂
迹
で
あ
る
神
明
の
力
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
二
段
階
の
救
済
構
造
を
力
説
し
て
い
る
。
前
文
に
お
い
て
、『
沙
石
集
』
に
み
ら
れ
る
、

剛
強
の
衆
生
を
力
ず
く
で
調
伏
す
る
「
悪
鬼
邪
神
」「
猛
獣
毒
蛇
」
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
無
住
の
考
え
た
「
方
便
」
と
は
、
た
だ
神
に
よ
る
懲

罰
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
次
の
引
用
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

大
権
の
方
便
は
凡
夫
知
る
べ
か
ら
ず
。
真
言
調
伏
の
法
も
、
世
の
た
め
、
人
の
た
め
、
敵
と
な
る
暴
悪
の
物
を
、
行
者
、
慈
悲
利
生
の
意
楽

に
住
し
て
調
伏
す
れ
ば
、
必
ず
慈
悲
に
住
し
て
悪
心
を
や
め
、
後
生
菩
提
を
悟
る
、（
中
略
）
さ
れ
ば
神
明
の
方
便
も
、
な
ず
ら
ふ
る
に
こ

の
意
な
る
べ
き
を
や29

。

　

垂
迹
で
あ
る
神
明
は
、
仏
法
を
不
信
す
る
者
を
た
だ
闇
雲
に
調
伏
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
心
に「
慈
悲
」の
念
を
懐
い
て
、
最
終
的
に
は「
敵
」

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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の
悪
心
を
や
め
さ
せ
菩
提
に
導
く
こ
と
が
神
明
の
方
便
と
さ
れ
る
。
で
は
、「
悪
鬼
邪
神
」
等
に
よ
る
調
伏
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

日
本
の
神
明
の
性
質
で
も
あ
る
「
慈
悲
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

 

『
沙
石
集
』
巻
第
一
ノ
六
「
和
光
の
利
益
」
に
は
、
春
日
大
明
神
に
よ
っ
て
魔
道
に
堕
ち
た
僧
都
性
円
が
救
わ
れ
た
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

我
が
大
明
神
、
御
方
便
い
み
じ
き
事
、
聊
か
も
値
遇
し
奉
る
人
を
ば
、
い
か
な
る
罪
人
な
れ
ど
も
、
他
方
の
地
獄
へ
は
遣
さ
ず
し
て
、
春
日

野
の
下
に
地
獄
を
構
へ
て
取
り
入
れ
つ
つ
、
毎
日
晨
朝
に
、
第
三
の
御
殿
よ
り
、
地
蔵
菩
薩
、
洒
水
器
に
水
を
入
れ
て
、
散
杖
を
そ
へ
て
水

を
そ
そ
き
給
へ
ば
、
一
滴
の
水
、
罪
人
の
口
に
入
り
、
苦
患
暫
く
助
か
り
て
、
少
し
正
念
に
住
す
る
時
、
大
乗
経
の
要
文
、
陀
羅
尼
、
神
呪

な
む
ど
唱
へ
て
聞
か
せ
給
ふ
事
、
日
々
に
怠
り
な
し
。
こ
の
方
便
に
よ
り
て
、
漸
く
浮
か
び
出
て
侍
る
な
り30

。

　

春
日
大
明
神
が
用
意
し
た
「
春
日
野
地
獄
」
は
、『
往
生
要
集
』
に
描
か
れ
る
永
く
極
苦
を
受
け
る
世
界
で
は
な
く
、
悪
趣
と
善
趣
と
の
間
に

あ
る
、
罪
を
償
い
つ
つ
救
済
を
待
つ
場
所
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
で
説
く
煉
獄
を
思
わ
せ
る
地
で
あ
る
。
春
日
大
明
神
は
魔
道
に
堕
ち
た
性
円
を

「
春
日
野
地
獄
」
に
迎
え
入
れ
、
そ
し
て
第
三
殿
に
鎮
座
す
る
「
地
蔵
菩
薩
」
が
、
陀
羅
尼
等
を
唱
え
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
円
は
最
終

的
に
「
春
日
野
地
獄
」
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、『
沙
石
集
』
に
お
け
る
天
照
大
神
と
「
悪
鬼
邪
神
」
等
を
想
起
し
て
頂
き
た
い
。
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
胎
蔵
曼
荼
羅
の
大
日
如
来

と
外
金
剛
部
院
に
比
定
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
た
。『
沙
石
集
』に
お
い
て
、
天
照
大
神
は「
日
本
国
の（
諸
神
の
）父
母31

」と
し
て
諸
神
を
リ
ー

ド
す
る
存
在
と
さ
れ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
春
日
大
明
神
の
登
場
も
胎
蔵
曼
荼
羅
の
配
置
に
則
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
沙
石
集
』
に
描
か
れ
る
春
日
大
明
神
と
地
蔵
菩
薩
と
の
関
係
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に

成
立
し
た
『
春
日
権
現
講
式
』
に
よ
れ
ば
、
春
日
大
明
神
は
五
所
の
神
祇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
権
現
神
で
あ
り
、
そ
の
中
で
三
宮
は
「
六
道
能

化
地
蔵
菩
薩
」
の
垂
迹
と
さ
れ
て
い
る32

。
と
こ
ろ
が
『
沙
石
集
』
で
は
、
ほ
か
の
神
祇
は
影
に
隠
れ
、
三
宮
（
地
蔵
菩
薩
）
が
罪
人
を
助
け
る
救

済
者
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
三
宮
及
び
そ
の
本
地
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
へ
の
信
仰
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
春
日
権
現

の
信
仰
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
も
見
ら
れ
る33

。『
沙
石
集
』
巻
第
二
ノ
五
に
は
、
法
身
の
一
徳
を
司
る
地
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
、「
然

る
に
地
蔵
薩
埵
は
闡
提
の
悲
願
を
起
こ
し
、
本
師
の
付
属
を
受
け
て
、
無
仏
の
導
師
と
し
て
悪
趣
の
利
益
を
先
と
し
給
ふ
事
、
諸
の
賢
聖
に
勝
れ

陳　
　

頴
傑
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給
へ
り34

」
と
あ
る
よ
う
に
、
悪
趣
に
堕
ち
て
苦
し
む
衆
生
に
最
も
相
応
し
い
存
在
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
具
体
的
な
利
益
が
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　

 

こ
の
菩
薩
、
機
根
の
熟
す
る
を
も
待
た
ず
、
臨
終
の
夕
べ
と
も
云
は
ず
、
鎮
へ
に
六
趣
の
衢
に
立
ち
、
旦
暮
に
四
生
の
族
に
添
う
て
、
縁
無

き
衆
生
す
ら
尚
助
け
給
ふ
。
夷
に
も
見
え
給
ふ
と
か
や
。
況
や
一
沙
一
塵
の
善
根
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
八
寒
八
熱
泥
梨
の
苦
患
を

助
け
、
人
中
天
上
諸
仏
の
浄
土
へ
送
り
給
ふ
を
や
。「
我
が
浄
土
は
、
上
品
は
安
養
・
知
足
、
中
は
伽
羅
陀
山
、
補
陀
落
山
、
下
は
福
舎
・

人
天
の
善
処
な
り
」
と
こ
そ
宣
ふ
な
れ35

。

　

地
蔵
菩
薩
に
縁
を
結
ぶ
人
は
堕
地
獄
の
苦
患
か
ら
救
い
出
さ
れ
て
、「
人
中
天
上
諸
仏
の
浄
土
」
に
案
内
さ
れ
る
。
人
間
界
、
天
上
と
並
ん
で

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
浄
土
」
と
は
、
後
文
に
は
、
弥
陀
、
弥
勒
、
観
音
等
が
住
む
「
浄
土
」（
霊
場
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
法
身
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
る
究
極
の
世
界
で
は
な
く
、
劣
機
を
菩
提
欣
求
へ
転
向
さ
せ
る
「
方
便
浄
土36

」
だ
っ
た
。

　

周
知
の
通
り
、
胎
蔵
曼
荼
羅
の
第
二
重
に
位
置
す
る
地
蔵
院
は
、
最
も
慈
悲
深
い
救
済
の
実
践
者
と
さ
れ
る
。
本
節
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、

自
ら
設
け
た
「
地
獄
」
に
罪
人
を
引
き
取
っ
て
、
ま
た
人
々
を
「
方
便
浄
土
」
に
送
り
出
す
春
日
大
明
神
の
登
場
は
、
中
台
の
天
照
大
神
と
外
金

剛
部
院
の
悪
鬼
邪
神
の
中
間
に
配
置
さ
れ
る
、
第
二
重
の
地
蔵
院
の
位
置
づ
け
に
合
致
す
る
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
『
沙
石

集
』
に
お
い
て
、
三
宮
（
地
蔵
菩
薩
）
を
代
表
と
し
た
春
日
大
明
神
の
登
場
も
ま
た
、
胎
蔵
曼
荼
羅
の
配
置
に
基
づ
い
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
、
そ
の
役
割
は
、
方
便
で
あ
る
「
慈
悲
」
を
働
き
衆
生
の
「
不
堕
地
獄
」
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

『
沙
石
集
』
に
お
い
て
、
無
住
は
「
末
代
愚
痴
無
慚
の
道
俗
、
当
来
の
生
処
、
悪
趣
遁
れ
難
し37

」
と
記
し
、
粟
散
辺
地
に
巡
り
合
わ
せ
た
愚
俗

は
悪
趣
に
落
ち
る
運
命
か
ら
逃
れ
難
い
と
嘆
い
た
。
他
方
で
、
彼
は
仏
性
の
遍
在
性
を
見
据
え
て
、
す
べ
て
の
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
と
信
じ
て
い

た
。「
悪
鬼
邪
神
」「
猛
獣
毒
蛇
」
や
春
日
大
明
神
と
い
っ
た
、
多
様
な
役
割
を
担
う
神
々
に
注
目
し
た
無
住
は
、
末
代
の
愚
俗
に
神
明
へ
の
強
い

信
仰
心
を
要
請
し
た
と
同
時
に
、
垂
迹
で
あ
る
神
を
仏
教
の
世
界
に
引
き
戻
し
て
、
仏
教
の
論
理
に
基
づ
い
て
神
々
の
位
置
を
再
構
成
す
る
こ
と

に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
無
住
は
法
身
仏
の
慈
悲
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
胎
蔵
曼
荼
羅
に
導
か
れ
て
、
日
本
国
の
神
々
の
序
列
を
考
慮
し
つ
つ
、
天
照
大

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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神
を
中
心
と
し
て
、
春
日
大
明
神
か
ら
「
悪
鬼
邪
神
」
等
に
至
る
神
明
の
役
割
の
構
図
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
劣
機
の
信
心
を
喚

起
す
る「
悪
鬼
邪
神
」「
猛
獣
毒
蛇
」の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
か
ら
、
人
々
の「
不
堕
悪
趣
」に
役
立
つ
春
日
大
明
神
が
登
場
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、『
沙

石
集
』
に
お
け
る
二
段
階
の
救
済
構
造
の
第
一
段
階
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

３　

方
便
で
あ
る
「
智
恵
」
と
開
悟

　

前
文
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
無
住
は
末
代
の
衆
生
を
救
い
取
る
神
明
の
「
慈
悲
」
の
方
便
力
を
重
視
し
て
い
た
が
、
最
終
的
な
悟
り
を
開
く

た
め
に
は
「
智
心
」
が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
無
住
自
身
が
、「
愚
か
な
る
人
の
仏
法
の
大
き
益
を
も
覚
ら
ず
、
和
光
の
深
き
心
を

も
知
ら
ず38

」と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
愚
人
は
神
明
の
御
心
─
仏
法
の
世
界
に
衆
生
を
導
く
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
、
真
如
平
等
の
真
理
に
通
達
す
る
「
智
心
」
を
現
す
こ
と
も
、
よ
り
一
層
の
工
夫
─
「
機
感
相
応
」
の
方
法
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

　

こ
の
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
沙
石
集
』
に
表
れ
る
歌
徳
思
想39

で
あ
る
。

　
　

 

仏
法
に
入
る
方
便
区
々
な
れ
と
も
、
た
だ
一
を
得
る
に
有
り
。
事
に
は
一
心
を
得
、
理
に
は
一
性
を
悟
る
。
華
厳
に
は
、「
三
界
唯
一
心
」

と
云
ひ
、
法
花
に
は
、「
唯
有
一
乗
仏
」
と
説
き
、
起
信
に
は
、「
一
心
法
界
」
と
云
ひ
、
天
台
に
は
、「
唯
一
実
相
」
と
談
じ
、
毘
尼
に
は
「
常

爾
一
心
」
と
云
ひ
、
浄
土
門
に
は
、「
一
心
不
乱
」
と
云
ひ
、「
一
心
不
生
」
と
云
ひ
、
密
教
に
は
、「
唯
一
金
剛
」
と
説
く
。
し
か
れ
ば
、

流
転
生
死
は
、
一
の
理
に
背
き
て
、
差
別
の
諸
法
を
執
す
る
に
よ
り
、
寂
滅
涅
槃
は
、
万
縁
を
捨
て
て
、
平
等
の
一
理
に
か
な
へ
る
に
あ
り
。

然
る
に
、
一
心
を
得
る
初
め
の
浅
き
方
便
、
和
歌
に
し
く
は
な
し40

。

　

前
文
で
は
、「
一
心
」
を
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
法
の
真
理
─
真
如
平
等
の
智
恵
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
無

住
は
、
仏
法
に
入
っ
て
い
く
道
は
宗
派
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
先
に
あ
る
真
理
の
世
界
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
、

和
歌
こ
そ
は
そ
の
真
理
の
世
界
に
分
け
入
る
た
め
の
「
一
心
を
得
る
方
便
」
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
ぜ
和
歌
は
そ
の
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
無
住
が
着
目
し
た
の
は
、
和
歌
と
和
光
垂
迹
と
の

関
係
で
あ
る
。 陳　
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和
歌
の
徳
を
思
ふ
に
、
散
乱
麁
動
の
心
を
や
め
、
寂
然
静
閑
な
る
徳
あ
り
。
ま
た
詞
は
少
な
く
し
て
心
を
含
め
り
。
惣
持
の
徳
あ
り
。
惣
持

は
即
ち
陀
羅
尼
な
り
。
我
が
朝
の
神
に
は
、
仏
菩
薩
の
垂
跡
、
応
身
の
随
一
な
り
。
素
盞
雄
尊
、
す
で
に
出
雲
八
重
垣
の
三
拾
一
字
の
詠
を

は
じ
め
給
へ
り
。
仏
の
詞
に
異
な
る
べ
か
ら
ず
。

　
　

 

天
竺
の
陀
羅
尼
も
そ
の
国
の
人
の
詞
な
り
。
仏
、
こ
れ
を
以
て
陀
羅
尼
を
説
き
給
へ
り
。
こ
の
故
に
、
一
行
禅
師
の
大
日
経
の
疏
に
も
、「
随

方
の
詞
、
み
な
陀
羅
尼
」
と
い
へ
り
。
仏
、
若
し
我
が
国
に
出
で
給
は
ば
、
た
だ
和
国
の
詞
を
以
て
、
陀
羅
尼
と
し
給
ふ
べ
し41

。

　

神
明
の
こ
と
ば
で
あ
る
和
歌
は
、
散
乱
す
る
心
を
静
め
澄
み
切
っ
た
境
地
に
心
を
保
つ
機
能
に
お
い
て
、
陀
羅
尼
と
の
共
通
点
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
無
住
は
『
大
日
経
疏
』
の
「
随
方
の
詞
、
み
な
陀
羅
尼
」
と
い
う
論
理
に
も
依
拠
し
て
、
和
歌
を
日
本
国
の
陀
羅
尼
と
見
な
し
た
の
で
あ

る
。

　

そ
も
そ
も
、
前
節
に
触
れ
た
「
慈
悲
」
に
加
え
て
、「
智
恵
」
も
神
明
が
持
つ
性
質
で
あ
る
こ
と
を
本
論
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
が
、
こ

の
神
明
の
「
智
恵
」
と
は
、
無
住
の
『
聖
財
集
』
に
よ
れ
ば
、「
サ
レ
ハ
実
智
ノ
不
思
議
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
、
権
智
猶
不
思
議
也
。
劣
機
得
道
、

偏
ニ
方
便
ノ
教
ニ
ヨ
リ
テ
、
西
天
ノ
三
乗
ノ
教
、
漢
土
ノ
儒
道
ノ
二
教
、
日
本
ノ
神
明
ハ
ミ
ナ
方
便
ノ
権
跡
、
実
教
ノ
基
本
ナ
リ42

」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
理

を
達
観
す
る
「
実
智
」
に
対
し
て
、
劣
機
を
導
く
方
便
の
「
権
智
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、『
沙
石
集
』
に
展
開
さ
れ
る
和
歌

陀
羅
尼
の
思
想
は
、
神
明
の
方
便
で
あ
る
「
権
智
」
の
働
き
を
示
す
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
垂
迹
で
あ
る
神
明
は
、
陀
羅
尼
を
日
本
に
馴
染
み
の
あ
る
和
歌
で
代
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
俗
に
対
し
て
「
智
心
」
を
現
す
手

立
て
を
提
示
し
て
き
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

こ
の
故
に
、
浅
き
方
便
を
取
り
寄
り
に
せ
む
と
て
和
歌
を
勧
め
申
し
け
る
に
や
。
誠
に
塵
労
の
苦
、
い
そ
ぎ
忘
れ
、
解
脱
の
妙
な
る
境
に
入

る
方
便
、
和
歌
の
一
道
に
勝
れ
侍
り
。
我
が
国
に
跡
を
垂
れ
給
へ
る
権
現
・
先
徳
、
昔
よ
り
翫
び
給
ふ
事
も
こ
の
故
に
や43

。

　

そ
し
て
無
住
は
、
仏
法
の
真
理
を
悟
る
方
便
と
し
て
和
歌
陀
羅
尼
を
取
り
上
げ
る
背
景
に
は
、
真
言
を
な
か
だ
ち
と
し
て
、
法
身
仏
と
衆
生
と

を
連
続
的
に
捉
え
る
理
解
が
あ
っ
た
。

　
　

 

真
言
の
中
に
、
本
性
の
加
持
と
云
ふ
事
有
り
。（
中
略
）
本
よ
り
凡
聖
一
体
な
り
。
浄
穢
不
二
な
り
。
混
沌
未
だ
別
れ
ざ
り
し
時
は
、
天
地

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造

－21－



陰
陽
一
気
な
し
。
仮
相
別
れ
た
れ
ど
も
、
本
一
つ
な
る
故
に
、
天
性
相
即
し
感
応
道
交
し
て
、
凡
聖
も
交
徹
し
、
浄
穢
も
融
即
す
る
を
、
本

性
の
加
持
と
云
ふ
。
目
出
き
法
門
な
り44

。

　

絶
対
不
変
の
本
性
は
凡
夫
に
そ
の
力
を
加
え
て
、
凡
夫
は
そ
れ
を
受
持
し
、
凡
と
聖
と
は
感
応
道
交
し
あ
う
と
い
う
真
言
の
「
本
性
の
加
持
」

に
よ
っ
て
、
凡
夫
の
心
に
具
足
す
る
「
徳
用
」
を
現
し
て
、「
凡
聖
一
体
」
の
真
理
を
衆
生
が
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
地
仏
の

応
用
で
あ
る
神
明
は
、
方
便
の
「
権
智
」
を
働
き
劣
機
の
「
智
心
」
を
顕
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
の
第
二
段
階
が

実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
稿
は
垂
迹
の
神
明
に
よ
る
「
方
便
」
と
い
う
視
点
か
ら
、『
沙
石
集
』
に
構
築
さ
れ
た
救
済
構
造
の
解
明
を
行
っ
た
。「
胎
蔵
曼
荼
羅
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
神
々
の
「
慈
悲
」
の
力
に
よ
っ
て
、
愚
俗
の
仏
法
に
対
す
る
信
心
が
喚
起
さ
れ
、
悪
趣
に
堕
ち
る
運
命
か
ら
脱
出
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
和
光
の
神
明
は
「
権
智
」
を
働
か
せ
て
陀
羅
尼
で
あ
る
和
歌
を
、
方
便
と
し
て
愚
俗
に
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

神
明
の
こ
と
ば
で
あ
る
和
歌
は
和
光
同
塵
の
思
想
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
愚
俗
の
心
に
眠
る
「
智
心
」
の
開
発
す
る
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
救
済
構
造
に
お
い
て
、
垂
迹
の
神
明
は
愚
俗
が
真
っ
先
に
祈
り
を
捧
げ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

三　

「
易
行
」
と
無
住
の
方
便
思
想

　

鎌
倉
時
代
の
宗
教
界
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
そ
れ
は
寺
社
の
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
運
動
が
興
起
す
る
時
代
だ
っ
た
。
伝
統
の
顕
密
仏
教
に
対
抗

し
て
、
法
然
に
代
表
さ
れ
る
念
仏
系
の
諸
集
団
が
成
立
し
、
名
号
を
唱
え
れ
ば
極
楽
世
界
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
「
易
行
」
の
運
動
を

展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
専
修
・
易
行
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
る
新
し
い
仏
教
運
動
の
勃
興
に
刺
激
さ
れ
た
伝
統
仏
教
諸
宗
は
、「
王
法

仏
法
相
依
論
」
の
も
と
に
、
南
都
六
宗
に
真
言
・
天
台
を
加
え
た
「
八
宗
」
の
結
束
を
進
め
て
専
修
念
仏
に
対
抗
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
庶
民

化
・
易
行
化
の
改
革
運
動
を
展
開
し
た45

。

　

し
か
し
鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、
専
修
仏
教
─
顕
密
仏
教
、
顕
密
仏
教
─
新
た
な
仏
教
勢
力
で
あ
る
禅
宗
を
め
ぐ
る
対
立
の
ほ
か
、「
八
宗

同
心46

」
を
標
榜
す
る
伝
統
仏
教
の
内
部
に
も
亀
裂
が
生
じ
て
き
た
。
各
宗
派
は
自
宗
の
論
理
だ
け
を
肯
定
し
、
ほ
か
の
宗
派
を
排
斥
す
る
動
向
が

陳　
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見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。『
沙
石
集
』
で
無
住
は
、「
然
る
に
、
末
代
は
、
大
小
・
権
実
・
顕
密
・
禅
教
・
聖
道
浄
土
の
是
非
、

偏
執
し
て
、
甘
露
の
正
法
を
滅
せ
ん
と
す47

」
と
記
し
た
よ
う
に
、
諸
宗
の
相
違
を
巡
っ
て
隔
た
り
が
広
が
り
、「
偏
執
」
の
問
題
が
正
し
い
仏
法

の
滅
亡
を
も
た
ら
す
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
無
住
は
、
宗
派
間
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
仏
教
改
革
運
動
を
衆
生
済
度
の
本
道
に
導
く
た
め
に
、

「
諸
宗
平
等
」
の
立
場
を
基
盤
に
、「
宗
教
」
の
相
違
を
超
え
る
「
宗
旨
」
を
考
え
て
い
た
。

　
　

 　

ま
し
て
愚
か
な
る
類
、わ
づ
か
に
一
宗
の
法
門
の
片
端
窺
ひ
ぬ
れ
ば
、
余
宗
を
下
し
謗
る
。
こ
れ
宗
旨
、
宗
教
を
弁
へ
ざ
る
故
な
り
。「
宗

旨
皆
同
じ
。
一
切
諸
経
の
教
へ
、
証
道
は
、
異
な
る
事
無
き
が
故
に
」
と
云
へ
り
。
宗
教
は
互
ひ
に
義
門
を
建
立
し
て
、
一
宗
を
本
と
し
て

余
宗
を
是
非
す
る
な
り
。
宗
旨
を
得
て
、
観
心
に
向
ひ
て
、
是
非
分
別
を
止
む
る
、
こ
れ
道
人
の
心
な
る
べ
し
。
古
徳
の
曰
く
、「
万
行
一

門
な
り
。
所
謂
意
を
得
て
行
ず
れ
ば
、
皆
法
性
」
と
称
す
。
論
に
曰
く
、「
法
体
分
た
ず
、
義
門
に
別
な
る
事
を
得
」
と
云
へ
り48

。

　

一
宗
に
執
著
し
て
他
宗
を
貶
す
こ
と
は
、
方
便
に
す
ぎ
な
い
「
宗
教
」
と
そ
の
根
本
に
あ
る
「
宗
旨
」
を
混
同
し
た
結
果
で
あ
る
。
各
宗
の
教

理
と
実
践
は
根
源
の
真
理
を
志
向
す
る
場
合
に
は
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
理
解
で
き
れ
ば
万
行
は
ど
れ
も
等
し
く
法
性
の
会
得
を
目
的

と
し
た
修
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
万
行
は
真
理
を
悟
る
た
め
の
方
便
の
一
門
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
、
無
住
は
易
行
の
徹
底
化

を
試
み
た
。

　

そ
れ
は
、
密
教
の
論
理
を
も
と
に
、
和
光
の
神
明
及
び
そ
の
こ
と
ば
で
あ
る
和
歌
、
と
い
う
愚
俗
に
も
馴
染
み
深
い
教
化
手
段
を
と
っ
て
、
悪

趣
に
堕
ち
る
命
運
か
ら
彼
ら
を
救
出
し
、
そ
の
上
で
心
に
宿
る
仏
性
を
顯
現
さ
せ
て
救
い
の
道
を
提
示
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。

　

無
住
が
こ
う
し
た
手
段
に
よ
る
万
人
の
救
済
を
構
想
し
た
背
景
に
は
、「
時
機
相
応
」
の
教
説
に
対
す
る
彼
な
り
の
理
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
沙
石
集
』
に
は
、「
密
教
は
末
法
の
時
偏
へ
に
利
益
あ
り
と
見
え
た
り
。
真
言
に
は
末
法
の
衆
生
の
為
と
の
み
説
け
り49

」
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

末
法
時
代
に
生
き
た
衆
生
の
機
根
に
適
応
す
る
も
の
が
密
教
で
あ
る
と
無
住
は
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
教
え
に
深
く
共
感
し
た
無
住
は
、

す
べ
て
の
存
在
が
法
性
の
現
れ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
の
本
性
が
仏
で
あ
る
と
い
う
理
念
に
強
い
確
信
を
抱
い
て
い
た
。

　

仏
の
慈
悲
が
真
実
で
あ
れ
ば
、
必
ず
知
恵
の
光
で
人
が
み
ず
か
ら
の
仏
性
を
顕
現
し
て
悟
り
に
至
る
道
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は

何
か
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
の
先
に
無
住
が
見
出
し
た
も
の
が
、
方
便
と
し
て
の
神
の
役
割
で
あ
り
、
神
が
与
え
る
易
行
の
機
能
だ
っ
た
。
こ
う
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し
た
信
念
に
基
づ
い
て
、
無
住
は
愚
か
な
俗
人
さ
え
も
救
済
構
造
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
独
自
の
救
済
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、『
沙
石
集
』
に
登
場
す
る
垂
迹
の
役
割
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
救
済
論
の
全
体
構
造
を
考
察
し
て
き
た
。
無
住
に
と
っ
て
宗
教

者
と
し
て
の
最
大
の
課
題
は
、
末
法
悪
世
の
愚
者
を
い
か
に
し
て
真
実
の
悟
り
に
導
く
か
と
い
う
困
難
な
問
題
だ
っ
た
が
、
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
る
も
の
が
「
方
便
」
だ
っ
た
。

　

別
次
元
の
世
界
に
住
む
根
源
的
な
救
済
者
は
、
末
法
の
世
に
生
き
る
愚
か
な
衆
生
が
容
易
に
認
知
で
き
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
人
々
は
信
仰
の
道
に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
、
救
済
の
対
象
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
法
身
仏
は
、
ま
ず
、
胎
蔵
曼
荼
羅

の
構
造
に
即
し
て
救
済
の
役
割
を
分
担
す
る
神
明
と
し
て
こ
の
世
に
垂
迹
し
、「
慈
悲
」
の
方
便
と
し
て
機
能
を
果
た
し
た
。
そ
の
慈
悲
の
働
き

は
最
下
層
の
存
在
に
ま
で
及
び
、
外
金
剛
部
院
に
比
定
さ
れ
る
「
悪
鬼
邪
神
」
等
は
仏
法
を
不
信
す
る
も
の
を
懲
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
法
に

結
縁
さ
せ
、
地
蔵
院
に
比
定
さ
れ
る
春
日
大
明
神
は
慈
悲
の
手
を
差
し
伸
べ
て
、
悪
趣
に
堕
ち
る
愚
俗
を
救
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
か
に
和
光
の
神
明
が
熱
意
を
持
っ
て
衆
生
の
救
済
に
取
り
組
ん
だ
と
し
て
も
、
衆
生
の
側
に
救
済
を
可
能
に
す
る
何
ら
か
の
要
因

が
な
け
れ
ば
、
そ
の
熱
意
は
た
だ
の
空
回
り
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
衆
生
済
度
を
追
求
し
て
き
た
無
住
が

行
き
着
い
た
地
点
が
、
法
身
が
衆
生
に
内
在
す
る
と
い
う
密
教
の
理
念
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
在
す
る
法
身
を
照
ら
し
出
す
た
め
に
、
無
住

は
神
明
の
「
権
智
」
で
あ
る
和
歌
に
着
目
し
、
神
明
が
創
出
し
た
和
歌
を
陀
羅
尼
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
俗
の
「
智
心
」
を
顯
現
さ

せ
る
方
法
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
二
段
階
の
救
済
構
造
は
、
専
修
念
仏
な
ど
の
易
行
の
思
想
が
高
揚
し
た
中
世
と
い
う
時
代
を
背
景
と
す
る
、
垂
迹
で
あ
る
神
明
の
方

便
力
に
よ
る
劣
機
救
済
の
探
究
で
あ
っ
た
。
和
光
の
神
明
は
法
身
仏
の
「
慈
悲
」、「
智
恵
」
の
方
便
と
し
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
趣
に
堕
ち

る
命
運
か
ら
愚
俗
を
救
い
出
す
と
と
も
に
、
開
悟
に
向
け
て
の
簡
便
な
方
法
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
「
愚
俗
救
済
」
と
い
う
『
沙
石
集
』

の
執
筆
意
図
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
時
機
相
応
の
易
行
の
創
出
だ
っ
た
。
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中
世
に
お
い
て
、
顕
密
仏
教
の
改
革
運
動
の
代
表
者
と
し
て
、
明
恵
上
人
高
弁
、
解
脱
上
人
貞
慶
、
奈
良
西
大
寺
の
叡
尊
等
が
注
目
さ
れ
て
い

る50

。
こ
れ
ら
の
著
名
な
仏
教
徒
活
動
家
た
ち
に
比
べ
て
、
無
住
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
学
者
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
長
く
続
い
て
き
た51

。
し
か

し
、
無
住
の
思
想
に
目
を
向
け
る
と
、
彼
の
提
言
し
た
救
済
構
造
は
神
明
に
よ
る
「
慈
悲
」、「
智
恵
」
の
方
便
と
深
く
関
わ
っ
た
、
き
わ
め
て
実

践
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
神
明
に
対
す
る
信
心
は
、
愚
俗
の
機
根
に
合
わ
せ
、
民
衆
の
救
済
の
願
望
に
応
え
た
新
た
な
救
済
方
法
の
提
案
で
あ
る
。「
易
行
」

が
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
定
着
し
た
鎌
倉
時
代
の
後
期
に
、
無
住
は
そ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
日
本
固
有
の
存
在
で
あ
る
神
明
を
不
可
分

の
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
だ
独
自
の
、
し
か
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
救
済
論
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

注１　

山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
編
『
雑
談
集
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
年
、
三
二
四
頁
。

２　

小
島
孝
之
校
注
『
沙
石
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
52
、
小
学
館
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
頁
。
本
論
の
『
沙
石
集
』
に
関
す
る
頁
数
表
記
は
、
す
べ
て
こ

の
書
に
よ
り
、
以
下
は
『
沙
石
集
』
と
略
す
。

３　

菅　

基
久
「
無
住
の
方
便
思
想
に
お
け
る
方
・
時
・
機
」（
小
島
孝
之
『
無
住
─
研
究
資
料
』
あ
る
む
、
二
〇
一
一
年
）。

４　

山
田
昭
全
「『
沙
石
集
』
の
文
芸
観
」（『
山
田
昭
全
著
作
集　

第
六
巻
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
三
年
）。

５　

陸
晩
霞
「
本
地
垂
迹
を
説
く
無
住
の
方
法
と
そ
の
三
教
観
─
『
沙
石
集
』
に
お
け
る
〝
方
便
〟
の
多
様
性
を
手
掛
か
り
に
─
」（
義
江
彰
夫
『
古
代
中
世
の
社

会
変
動
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

６　

追
塩
千
尋
「
第
六
章　

無
住
の
本
地
垂
迹
説
と
神
」（
追
塩
千
尋
『
中
世
説
話
の
宗
教
世
界
』
和
泉
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

７　

吉
原
健
雄
「
無
住
道
暁
の
『
方
便
』
説
と
人
間
観
」『
日
本
思
想
史
学
』
三
一
、
一
九
九
九
年
。
菅
基
久
子
「
中
世
禅
の
仏
語
観
─
円
爾
弁
円
と
無
住
一
円
─
」

『
日
本
思
想
史
学
』
三
八
、
二
〇
〇
六
年
。

８　

『
沙
石
集
』、
三
九
頁
。

９　

「
恵
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
、『
沙
石
集
』
の
底
本
に
よ
っ
て
表
記
が
異
な
る
。
慶
長
古
活
字
十
二
行
本
に
は
「
慧
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
が
使
用
す
る

テ
キ
ス
ト
の
底
本
（
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
本
）
に
は
「
恵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

10　

『
沙
石
集
』、
二
九
〜
三
〇
頁
。

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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11　

『
神
本
地
之
事
』
に
お
け
る
「
実
社
ノ
神
」
に
つ
い
て
、「
実
社
ノ
神
ト
申
ス
ハ
悪
霊
・
死
霊
等
ノ
神
ナ
リ
。
コ
ノ
神
天
地
ニ
ミ
テ
ル
悪
鬼
神
ト
云
。
カ
ノ
神

達
多
一
切
国
土
ニ
ミ
チ
ミ
チ
テ
、
タ
ヽ
リ
ヲ
ナ
ス
。
是
ヲ
多
分
人
氏
神
ト
ア
カ
ム
ル
処
也
。
皆
是
本
地
凡
夫
タ
ル
ア
ヒ
タ
」
と
あ
る
。
一
方
、「
権
社
神
」
の

説
明
は
、「
法
性
ノ
ミ
ヤ
コ
ヨ
リ
イ
テ
テ
、
カ
リ
ニ
分
段
同
居
ノ
チ
リ
ニ
マ
シ
ハ
リ
テ
、
衆
生
ヲ
利
益
セ
シ
メ
タ
マ
フ
神
」
と
見
ら
れ
る
（
千
葉
乗
隆
編
『
真

宗
史
料
集
成
』
第
五
巻
談
義
本
、
同
朋
社
出
版
、
一
九
八
三
年
）。

12　

『
沙
石
集
』、
三
十
頁
。

13　

佐
和
隆
研
等
編
纂
『
密
教
辞
典
』、
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年
、
六
〇
二
頁
。

14　

『
沙
石
集
』、
二
二
〜
二
三
頁
。

15　

阿
部
泰
郎
編
集
『
中
世
禅
籍
叢
刊　

無
住
集
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
八
頁
。

16　

『
沙
石
集
』
の
神
仏
関
係
に
つ
い
て
、
か
つ
て
和
田
有
希
子
氏
も
衆
生
救
済
に
お
け
る
天
照
大
神
、
悪
鬼
邪
神
の
登
場
に
注
目
し
て
、
そ
れ
は
『
大
日
経
疏
』

に
見
え
る
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
論
理
に
当
て
は
め
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（「
無
住
道
暁
の
神
仏
関
係
論
」『
日
本
思
想
史
研
究
』
33
、

二
〇
〇
一
年
）。
本
論
は
こ
の
論
点
に
賛
同
し
、
そ
し
て
『
沙
石
集
』
に
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
の
和
光
垂
迹
の
活
躍
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、『
沙
石
集
』
の
救

済
構
造
の
全
体
像
と
密
教
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

17　

『
沙
石
集
』、
三
三
頁
。

18　

『
沙
石
集
』、
五
二
頁
。

19　

『
沙
石
集
』、
二
五
頁
。

20　

佐
藤
弘
夫
氏
は
、
宗
教
世
界
の
全
体
に
占
め
る
客
観
的
位
置
に
立
脚
し
た
視
点
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
神
仏
の
共
存
の
構
造
を
、「
見
に
見
え
な
い
根
源
的
存

在
」
─
「
目
に
見
え
る
そ
の
現
れ
」
と
い
う
二
重
構
造
の
神
仏
関
係
を
再
構
築
し
た
（
佐
藤
弘
夫
「
本
地
垂
迹
」『
日
本
思
想
史
講
座
・
古
代
』、
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
一
二
年
。
同
「〈
日
本
の
仏
〉
の
誕
生
」『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
論
理
は
、
従
来
、
膠
着

状
態
に
あ
っ
た
狭
義
の
「
神
仏
習
合
論
」
を
乗
り
越
え
、
そ
し
て
中
世
日
本
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
時
空
間
か
ら
神
仏
関
係
論
を
開
放
さ
せ
て
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
視
野
の
中
で
捉
え
直
す
可
能
性
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
よ
り
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
、
本
論
は
『
沙
石
集
』
に
お
け
る
神
仏
関
係
を
改

め
て
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
時
に
気
づ
い
た
の
は
、『
沙
石
集
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
背
景
で
あ
る
。
巻
一
の
十
「
浄
土
宗
の
人
、
神
明
を
軽
し
む
べ
か
ら
ざ

る
事
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
浄
土
宗
は
阿
弥
陀
仏
を
唯
一
の
救
済
者
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
宗
派
と
の
対
決
が
激
し
く
展
開
さ
れ
日
本
の

神
祇
の
権
威
も
大
き
く
失
堕
し
た
。
こ
う
い
っ
た
社
会
状
況
を
目
撃
し
た
無
住
は
、
民
衆
の
間
で
神
明
の
「
復
権
」
を
き
っ
か
け
に
伝
統
仏
教
の
再
興
を
図
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
目
的
の
下
で
、
狭
義
の
「
神
」
と
「
仏
」
が
好
都
合
の
対
象
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

21　

『
沙
石
集
』、
八
三
〜
八
四
頁
。

22　

『
沙
石
集
』、
五
八
八
頁
。

23　

『
沙
石
集
』、
四
〇
七
頁
。
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24　

『
沙
石
集
』、
八
七
頁
。

25　

小
島
孝
之
氏
は
、『
沙
石
集
』
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
の
内
容
を
纏
め
て
、
初
め
は
神
明
の
霊
威
、
仏
菩
薩
に
よ
る
方
便
の
諸
相
を
述
べ
、
次
い
で
人
間
の
智
の

限
界
に
言
及
し
、
仏
道
に
入
る
方
便
を
論
ず
る
と
い
う
文
脈
構
成
を
、
原
理
原
則
的
な
命
題
を
段
階
的
に
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
大
曾
根

章
介
等
編
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学　

第
三
巻
説
話
文
学
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
四
年
、
二
七
三
頁
）。
分
析
の
対
象
は
本
論
と
は
少
し
異
な
る
が
、
段

階
的
に
分
け
て
論
理
を
進
め
る
方
針
に
お
い
て
は
同
意
を
寄
せ
た
い
。

26　

『
沙
石
集
』、
八
八
頁
。

27　
『
沙
石
集
』
に
お
け
る
「
内
外
」
の
問
題
は
、
大
隅
和
雄
氏
は
「〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕
無
住
─
そ
の
信
仰
の
軌
跡
」
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。（「『
沙

石
集
』
に
お
け
る
『
慥
か
な
こ
と
』」『
説
話
文
学
研
究
』
第
五
十
二
号
）。
氏
が
注
目
し
た
の
は
、
巻
二
に
記
さ
れ
て
い
る
「
信
心
」
の
問
題
で
あ
る
。

28　

『
沙
石
集
』、
三
二
頁
。

29　

『
沙
石
集
』、
五
一
頁
。

30　

『
沙
石
集
』、
四
〇
頁
。

31　

『
沙
石
集
』、
二
二
頁
。
俊
・
阿
・
梵
・
内
・
古
本
は
「
本
朝
ノ
諸
神
ノ
父
母
」
と
な
り
、
底
・
元
・
藤
本
は
「
諸
神
ノ
」
の
部
分
が
見
当
た
ら
な
い
。

32　

大
正
大
学
総
合
佛
教
研
究
所
講
式
研
究
会
編
『
貞
慶
講
式
集
』、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
八
頁
。

33　

瀬
谷
貴
之
「
春
日
三
宮
・
法
服
式
地
蔵
坐
像
に
つ
い
て
ー
生
身
地
蔵
信
仰
と
解
脱
房
貞
慶
の
周
縁
」『
美
術
史
』
一
五
四
、
二
〇
〇
三
年
。
舩
田
淳
一
「
中
世

春
日
信
仰
と
死
者
供
養
─
白
毫
寺
の
一
切
経
転
読
儀
礼
と
穢
れ
を
め
ぐ
っ
て
」（
東
北
大
学
日
本
思
想
史
研
究
室
＋
冨
樫
進
編
『
カ
ミ
と
人
と
死
者
』、
岩
田

書
院
、
二
〇
一
五
年
）。

34　

『
沙
石
集
』、
九
〇
頁
。

35　

『
沙
石
集
』、
九
二
頁
。

36　

劣
機
に
救
い
手
を
差
し
伸
べ
る
仏
菩
薩
が
関
わ
っ
て
い
る
「
浄
土
」
に
つ
い
て
、『
沙
石
集
』
に
は
「
こ
れ
皆
劣
機
を
こ
し
ら
ふ
る
方
便
な
り
。
仏
眼
の
照
ら

す
所
に
非
ず
」
と
い
う
文
が
あ
る
。

37　

『
沙
石
集
』、
九
二
頁
。

38　

『
沙
石
集
』、
一
九
頁
。

39　

『
沙
石
集
』
の
「
和
歌
陀
羅
尼
観
」
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で
に
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
荒
木
浩
氏
は
「
和
歌
陀
羅
尼
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

を
詳
し
く
整
理
し
た
上
で
、
禅
、
密
と
の
接
触
融
合
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、『
沙
石
集
』
の
マ
ル
チ
言
語
た
る
和
歌
の
思
想
的
展
開
と
そ
の
基
盤
を
論
じ

ら
れ
て
い
る
。（
荒
木
浩
『
仏
教
修
法
と
文
学
的
表
現
に
関
す
る
文
献
学
的
考
察
─
夢
記
・
伝
承
・
文
学
の
発
生
』
平
成
十
四
年
〜
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
2
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
）。
本
節
は
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
参
考
し
つ
つ
、
神
明
の
方
便
で
あ
る
和
歌
と
、
愚

俗
の
「
智
心
」
の
開
発
と
の
関
係
を
検
討
し
た
上
で
、『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
に
お
け
る
「
和
歌
陀
羅
尼
」
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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で
あ
る
。

40　

『
沙
石
集
』、
二
九
五
〜
二
九
六
頁
。

41　

『
沙
石
集
』、
二
五
二
頁
。

42　

中
世
禅
籍
叢
刊
編
集
委
員
会
編
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
五
巻　

無
住
集
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
八
頁
。

43　

『
沙
石
集
』、
二
九
八
頁
。

44　

『
沙
石
集
』、
二
六
五
頁
。

45　

同
じ
く
「
易
行
」
と
言
っ
て
も
、
法
然
の
場
合
は
、
往
生
の
た
め
に
は
本
願
の
念
仏
以
外
の
諸
行
は
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
、
顕
密
仏
教
の
改
革
運
動
は
、
念
仏
に
対
抗
し
て
真
言
を
末
法
時
に
ふ
さ
わ
し
い
易
行
と
位
置
付
け
な
が
ら
、
従
来
の
伝
統
的
な
教
行
や
仏
神
の
権
威

を
尊
重
し
て
い
た
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
、
決
定
的
な
違
い
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
佐
藤
弘
夫
「
改
革
運
動
の
展
開
（
二
）」『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

46　

「
八
宗
同
心
」
と
い
う
表
現
は
次
の
史
料
に
み
ら
れ
る
。「
あ
あ
仏
門
随
分
の
鬱
陶
、
古
来
多
し
と
雖
も
、
八
宗
同
心
の
訴
訟
、
前
代
未
聞
な
り
」（
鎌
田
茂
雄
、

田
中
久
夫
校
注
『
鎌
倉
旧
仏
教
』
日
本
思
想
史
大
系
15
、
岩
波
書
店
、
四
一
頁
）。

47　

『
沙
石
集
』、
一
八
〇
頁
。

48　

『
沙
石
集
』、
一
七
五
頁
。

49　

『
沙
石
集
』、
一
一
五
頁
。

50　

佛
教
史
学
会
編
『
仏
教
史
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
、
二
二
四
〜
二
二
五
頁
。

51　

無
住
は
思
想
家
と
し
て
過
小
評
価
さ
れ
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
、
末
木
文
美
士
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
末
木
文
美
士
「
無
住
の
諸
行
並
修

思
想
」『
鎌
倉
仏
教
展
開
論
』、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
。
同
「『
聖
財
集
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
位
置
づ
け
と
概
観
」、
長
母
寺
開
山
無
住
和
尚
七

百
年
遠
諱
記
念
論
集
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
。

陳　
　

頴
傑
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The Soteriology in Shasekishu
Hoben of Mercy and Wisdom by Japanese Kami

Yingjie CHEN

　In this thesis, with a focus on the role of manifested form in Shasekishu, the writer tried to 
consider the construction of the soteriology. The main subject of MUJU as a Buddhist is to 
instruct a fool to a spiritual awakening. The keyword of the process would be Hoben.

　The true savior belonging to another dimension would not be recognized by the fool living 
in the age of Mappo (final dharma). Therefore, Dainichi Nyorai (Vairocana), the savior, 
following the construction of Garbhadhatu Mandala, manifests itself to this world as Hoben 
of mercy. Such mercy covers those even from the lowest level. On the other hand, no matter 
how much enthusiasm for salvation, the fool has to meet some conditions at the same time. 
Considering about this issue, MUJU realized that Dharmakaya Buddha exists in the fool, as 
the theory in Mikkyo (Esoteric Buddhism). He discovered a way to light up Buddha inside 
the fool a by concatenating Dharani with Waka.

　Such soteriology is rooted in its time, the Medieval Ages, showing the pursuit of salvation 
with Hoben. Hoben of mercy and wisdom would save the fool from a pitiful fate and lead 
them achieve enlightenment as well. This is the idea of the book Shasekishu by MUJU. 
Researchers used to pay attention to Myoe Shonin, Gedatsu-shonin, Eison, representatives of 
the religious reformation movement of exoteric Buddhism and esoteric Buddhism in the 
Medieval Ages. However, the soteriology by MUJU presents a more practical character, 
relating to Hoben of mercy and wisdom. Belief in Buddha works as a new suggestion of 
soteriology for the fool. In the late Kamakura period, MUJU introduced Japanese Kami as 
an important factor to meet the time, and then explained his soteriology of vast scope.

『
沙
石
集
』
の
救
済
構
造
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