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は
じ
め
に

　

現
代
で
は
、
御
朱
印
ブ
ー
ム
が
起
き
て
お
り
、
檀
信
徒
で
は
な
い
人
々
が
お
寺
に
参
拝
す
る
機
会
が
増
加
し
て
い
る
。
御
朱
印
を
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
蒐
集
家
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
化
し
た
と
は
い
え
、
蒐
集
家
が

寺
院
に
参
拝
す
る
動
機
が
増
え
る
こ
と
は
、
布
教
活
動
の
場
が
檀
家
や
信
徒
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ご
縁
か
ら
新
た
な
法
華
経
の
結
縁
を

結
ぶ
機
会
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
世
間
で
は
輪
廻
転
生
を
主
題
と
す
る
映
画
や
漫
画
等
が
流
行
し
、
人
は
死
後
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
へ
行
く
の
か

と
い
う
若
者
た
ち
の
死
後
の
転
生
観
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
登
場
人
物
が
過
去

の
生
か
ら
の
因
縁
を
持
つ
設
定
や
異
世
界
で
の
転
生
を
扱
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
等
を
法
華
経
的
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
の
若
者
た
ち

が
自
己
の
存
在
意
義
や
人
生
の
目
的
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
繋
が
り
、
輪
廻
転
生
の
考
え
方
が
そ
の
探
求
を
助
け
る
手
段
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
く
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
社
会
の
不
安
定
さ
や
経
済
的
な
困
難
が
増
え
る
中
で
、
若
者
た
ち
は
現
世
以
外
に
希
望
を

持
ち
心
の
平
穏
を
求
め
る
傾
向
が
あ
り
、
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
示
し
方
に
よ
っ
て
、

そ
の
興
味
を
持
つ
人
々
に
対
し
て
は
大
き
な
布
教
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

今
回
は
、
御
朱
印
の
起
源
に
あ
た
る
「
納
経
請
取
状
」
や
輪
廻
転
生
に
関
す
る
「
縁
起
本
」
が
多
数
存
在
し
て
い
る
日
本
廻
国
大
乗
妙

日
本
廻
国
大
乗
妙
典
六
十
六
部
経
聖
の
成
立
と
そ
の
背
景本

　間

　文

　裕
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典
六
十
六
部
経
聖
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

日
本
廻
国
大
乗
妙
典
六
十
六
部
経
聖

　

ま
ず
、
最
初
に
日
本
廻
国
大
乗
妙
典
六
十
六
部
経
聖
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

　

日
本
廻
国
大
乗
妙
典
六
十
六
部
経
聖
に
お
け
る
納
経
の
起
源
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
六
十
六
の
国
々

（
壱
岐
国
・
対
馬
国
を
除
く
）
に
設
置
さ
れ
て
い
た
国
分
尼
寺
等
の
寺
社
に
、
法
華
経
六
十
六
部
を
写
経
し
て
納
経
す
る
修
行
者
の
こ
と

を
言
う
。
納
経
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
の
書
写
を
通
じ
て
功
徳
を
積
む
行
為
で
あ
り
、
廻
国
と
い
う
苦
行
に
よ
っ
て
懺
悔
滅
罪
の
功
徳
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
略
し
て
六
十
六
部
廻
国
聖
と
も
呼
ば
れ
、
江
戸
時
代
に
は
更
に
略
さ
れ
て
六
十
六
部
も

し
く
は
六
部
と
呼
ば
れ
た
。
以
下
六
十
六
部
と
称
す
。

　

六
十
六
部
に
よ
る
納
経
は
、
各
国
の
霊
場
に
は
納
経
場
所
が
設
け
ら
れ
、
鉄
塔
の
中
に
経
筒
を
入
れ
て
納
経
し
た
り
、
地
面
に
経
筒
ご

と
埋
め
た
り
し
た
為
、
現
在
も
全
国
各
地
に
こ
の
廻
国
供
養
碑
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
は
単
な
る
廻
国
聖
ま
た
は
遊
行
聖
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
中
世
に
は
法
華
経
六
十
六
部
を
如
法
に
写
経
し
、

こ
れ
を
日
本
全
国
の
霊
仏
霊
社
に
納
経
す
る
た
め
に
廻
国
し
た
の
で
あ
る
。

　

信
仰
の
た
め
に
六
十
六
部
廻
国
に
出
る
者
も
あ
り
、
廻
国
の
途
中
で
信
者
が
で
き
れ
ば
そ
の
村
の
堂
や
庵
に
定
着
し
て
一
生
を
送
る
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
六
十
六
部
が
村
人
に
勧
進
し
て
他
の
修
行
者
の
納
経
の
為
に
建
て
た
の
が
廻
国
供
養
塔
で
あ
る
。

　

近
世
の
廻
国
納
経
の
札
所
で
は
、
実
際
の
法
華
経
の
写
経
よ
り
納
経
札
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
三
十
三
所
観
音
巡
礼
や

四
国
八
十
八
ヵ
所
遍
路
に
踏
襲
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
巡
礼
納
経
に
な
ら
っ
て
六
十
六
部
納
経
し
た
と
も

考
え
ら
れ
、
日
本
全
国
六
十
六
ヵ
国
を
巡
る
こ
と
の
起
源
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
国
分
尼
寺
が
法
華
滅
罪
の
寺
院
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、



　　34

六
十
六
ヵ
国
の
国
分
尼
寺
を
廻
り
法
華
経
書
写
と
納
経
に
よ
っ
て
、
懺
悔
滅
罪
と
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
は
、
故
郷
で
罪
を
犯
し
て
滅
罪
の
た
め
に
六
十
六
部
と
な
っ
て
廻
国
に
出
て
、
一
生
を
六
部
の
修
行
に
人

生
を
費
や
す
者
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
六
十
六
部
の
終
焉
の
場
を
提
供
し
た
の
が
、
京
都
東
山
鳥
辺
野
の
宝
福
寺
を
中
心
と

し
て
、
六
部
墓
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
六
十
六
部
の
廻
国
納
経
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
室
町
時
代
か
ら
で
、
特
に
近
世
に
流
行
し
巡
礼
の
姿
は
覆
鉢
型
の
笠
を
か
ぶ
り
、

ね
ず
み
も
め
ん
の
衣
を
つ
け
て
帯
の
前
に
鉦
（
か
ね
）
を
た
ら
し
、
厨
子
（
ず
し
）
を
背
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

お
廻
国
様

　

西
海
（
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
と
、「
風
水
害
や
い
な
ご
の

大
発
生
に
よ
り
、
天
明
の
大
飢
饉
が
起
こ
っ
た
時
、
国
内
の

安
泰
を
祈
願
し
て
全
国
を
行
脚
す
る
六
十
六
部
が
愛
媛
県

北
宇
和
郡
鬼
北
町
中
野
川
地
区
付
近
に
さ
し
か
か
っ
た
時

に
、
行
き
倒
れ
に
な
り
地
元
の
人
が
村
を
あ
げ
て
手
厚
く
葬

っ
た
。
六
十
六
部
の
名
前
が
分
か
ら
な
か
っ
た
為
、
お
廻
国

様
と
名
付
け
た
。」
と
あ
り
、
六
十
六
部
に
対
す
る
民
衆
の

敬
意
の
現
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
十
六
部
は
廻
国

中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
根
差
し
、
地
元
の
住
民
の
依
頼
に

応
え
る
こ
と
も
数
多
く
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

日
本
風
俗
図
絵
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六
十
六
部
の
供
養
塔
に
つ
い
て

　

小
嶋
［
二
〇
二
二
］
に
よ
る
と
、
二
〇
二
一
年
八
月
三
十

一
日
現
在
で
六
十
六
部
供
養
塔
は
一
万
三
百
九
十
件
を
数
え

る
。

　

全
国
各
地
に
は
六
十
六
部
の
修
行
者
が
勧
進
活
動
を
通
じ

て
建
立
し
た
供
養
塔
が
数
多
く
存
在
し
、
亡
く
な
っ
た
行
者

や
地
元
の
人
々
の
為
の
祈
り
と
追
悼
の
場
と
し
て
建
立
さ
れ
、

宗
教
的
な
意
義
が
深
い
も
の
で
あ
る
。
供
養
塔
は
六
十
六
部

が
諸
国
を
巡
る
中
で
の
宗
教
的
な
活
動
と
、
地
域
の
人
々
と
の
交
流
の
証
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
供
養
塔
は
地
域
社
会
に
お
け
る
共
同
体
の
絆
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
我
々
も
そ
の
供
養
塔
を
訪
れ
る
こ
と
で
、
現
代
の

私
た
ち
も
過
去
の
信
仰
と
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

六
十
六
部
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

　

六
十
六
部
の
納
経
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
小
嶋
［
二
〇
二
二
］
は
、

・�「
六
十
六
部
に
関
す
る
明
確
な
資
料
は
十
三
世
紀
鎌
倉
中
期
か
ら
現
れ
る
。
そ
の
初
見
は
寛
喜
三
年　
（
一
二
三
一
）
伊
賀
黄
滝
寺

（
現
・
三
重
県
名
張
市
の
黄
滝
山
延
寿
院
）
の
納
経
請
取
状
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
つ
い
で
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
安
房
清

澄
寺
の
納
経
請
取
状
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。」

・�「
鎌
倉
期
に
は
す
で
に
六
十
六
部
の
廻
国
納
経
が
一
定
程
度
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。」

東
大
和
市
に
伝
わ
る
六
十
六
部
供
養
塔
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・�「
福
岡
県
糟
屋
郡
久
山
町
の
白
川
神
社
経
塚
（
白
山
山
頂
）
出
土
と
伝
わ
る
天
仁
二
年
（
一
一
〇
九
）
銘
の
経
筒
に
、
如
法
妙
法
蓮
華

経
六
十
六
部
内
書
写
の
文
字
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。」

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
六
十
六
部
に
よ
る
廻
国
納
経
は
明
確
で
は
な
い
が
、
平
安
時
代
後
期
に
は
六
十
六
部
が
登
場
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

納
経
請
取
状
に
つ
い
て

　

御
朱
印
や
納
経
帳
は
巡
礼
者
が
寺
院
を
訪
れ
た
証
と
し
て
納
経
所
で
受
け
取
る
書
状
や
印
の
こ
と
で
あ
り
、
四
国
八
十
八
箇
所
巡
り
な

ど
の
巡
礼
で
は
、
各
寺
院
で
納
経
帳
に
印
を
も
ら
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
印
は
、
巡
礼
者
が
そ
の
寺
院
を
正
式
に
訪
れ
、
お
参

り
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本

来
の
六
十
六
の
納
経
請
取
状
と
は
、
法
華
経
を
一

部
書
写
し
た
も
の
を
納
経
の
証
と
し
て
受
け
取

っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
納
経
請
取
状
は
全
国
各

地
に
存
在
し
て
い
る
。

阿
闍
梨
寂
澄
自
筆
納
経
札

　

中
で
も
、
前
記
し
た
日
蓮
聖
人
の
故
郷
で
あ
る

安
房
清
澄
寺
に
お
い
て
、
弘
安
三
年
（
一
二
八

〇
）
に
院
主
阿
闍
梨
寂
澄
に
て
発
行
さ
れ
た
納
経

請
取
状
は
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
開
山
と
伝
わ
る

奈
良
市
中
ノ
庄
町 

中
ノ
庄
経
塚
出
土
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「
聞
持
感
応
之
霊
場
也
」
と
あ
り
、
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を
修
す
る
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
五
月
は
、
日
蓮
聖
人
が
身
延
山
に
御
在
山
中
の
時
期
で
あ
り
、
清
澄
寺
が
六
十
六
部
の
霊
場
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
幼
少
期
の
ご
修
行
時
代
に
も
、
六
十
六
部
に
よ
る
納
経
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

房
州　

清
澄
山

奉
納

六
十
六
部
如
法
経
内
一
部

右
、
当
山
者
、
慈
覚
開
山
之
勝
地

聞
持
感
応
之
霊
場
也
、
仍
任

上
人
素
意
六
十
六
部
内
一
部

奉
納
如
件

弘
安
三
年
五
月
晦
日　

院
主
阿
闍
梨
寂
澄

六
十
六
部
縁
起
と
源
頼
朝
転
生
譚
に
つ
い
て

　

次
に
、
六
十
六
部
の
縁
起
に
は
源
頼
朝
の
転
生
譚
が
あ
り
、
源
頼
朝
が
前
世
に
お
い
て
「
頼
朝
房
」（
ら
い
ち
ょ
う
ぼ
う
）
と
し
て
六

十
六
部
廻
国
聖
と
し
て
の
修
行
の
功
徳
に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
行
政
を
主
導
し
た
源
頼
朝
と
い
う
大
将
軍
に
転
生
し
た
と
い
う
縁
起
本
が

い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

安
房
清
澄
寺
納
経
請
取
状

　阿
闍
梨
寂
澄
自
筆
納
経
札
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小
嶋
［
二
〇
二
二
］
に
よ
れ
ば
、
数
あ
る
六
十
六
部
縁
起
本
の
中
で
も
、
日
光
山
輪
王
寺
所
蔵
の
六
十
六
部
縁
起
本
が
最
も
古
い
完
本

に
な
り
、
そ
の
縁
起
は
大
き
く
分
け
て
輪
王
寺
本
系
縁
起
と
近
世
刊
本
系
縁
起
の
二
つ
の
異
な
る
形
態
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、〈
六
十
六
部
縁
起
は
中
世
に
登
場
し
た
輪
王
寺
本
縁
起
と
近
世
中
期
以
降
に
広
く
流
布
し
た
、
近
世
刊
本
系
の
縁
起
で
は
内
容

に
違
い
は
あ
る
が
、
基
底
に
は
一
つ
の
物
語
「
頼
朝
房
廻
国
納
経
と
頼
朝
へ
の
転
生
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。〉
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

【
輪
王
寺
本
系
縁
起
の
内
容
】

　

輪
王
寺
本
縁
起
の
内
容
と
し
て
は
、
平
家
の
た
め
に
所
領
を
奪
わ
れ
た
伊
豆
の
住
人
で
あ
る
新
平
三
と
い
う
人
が
、
出
雲
大
社
に
百
日

参
籠
し
て
本
領
安
堵
を
祈
念
し
て
い
る
と
、
あ
る
暁
の
夜
に
頼
朝
房
た
ち
が
過
去
世
に
お
い
て
、
六
十
六
部
廻
国
納
経
を
修
行
し
た
功
徳

が
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
老
翁
が
神
殿
か
ら
出
現
し
、
か
つ
て
頼
朝
房
と
い
う
聖
が
大
社
の
回
廊
の
内
に
勤
行
し
て
六
十
六
部
如
法
経
を
書

写
供
養
し
、
六
六
カ
国
に
奉
納
し
て
一
切
衆
生
を
結
縁
せ
し
め
ん
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
本
願
大
聖
の
頼
朝
房
の
ほ
か
に
、
替
聖
時
政
房
、

小
聖
景
時
房
と
い
う
（
同
行
）
の
聖
が
お
り
、
さ
ら
に
平
太
夫
広
元
と
い
う
檀
那
が
い
た
。
彼
ら
は
成
仏
疑
い
な
き
と
こ
ろ
「
有
相
の
福

力
」
を
好
ん
だ
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
将
軍
頼
朝
、
北
条
時
政
、
梶
原
景
時
、
大
江
広
元
と
転
生
し
た
。
新
平
三
は
、
回
廊
の
後
ろ
の
経
塚
に

証
拠
の
経
筒
を
確
認
し
、
啓
示
の
と
お
り
に
景
時
に
訴
え
た
と
こ
ろ
、
は
た
し
て
本
領
安
堵
が
叶
っ
た
。
こ
の
一
件
は
出
雲
大
社
の
国
造

が
夢
告
を
得
て
関
東
に
注
進
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
聞
い
た
頼
朝
は
、
自
ら
の
前
世
が
六
十
六
部
聖
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
び
、
法
花
堂

（
法
華
堂
）
を
建
立
し
て
自
像
を
安
置
さ
せ
、
や
が
て
は
極
楽
往
生
を
遂
げ
た（
１
）。」
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
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【
近
世
刊
本
系
縁
起
の
内
容
】

　

近
世
刊
本
系
縁
起
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
過
去
に
頼
朝
・
時
政
・
景
時
の
前
世
た
る
三
人
の
聖
が
い
た
。
ま
た
、
義
経
の
前
世
は
大

和
の
社
に
籠
る
赤
い
鼠
で
あ
っ
た
。
鼠
は
景
時
房
の
笈
の
中
に
入
り
、
廻
国
中
に
経
典
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
鼠
は
廻
国
の
功
徳
に
よ
っ

て
、
牛
若
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
景
時
は
経
典
を
食
べ
ら
れ
た
こ
と
を
憎
み
後
世
に
お
い
て
、
彼
を
兄
頼
朝
に
讒
言
し
た

（
す
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。」

　

輪
王
寺
本
縁
起
と
近
世
刊
本
系
縁
起
は
と
も
に
頼
朝
の
転
生
を
話
の
基
盤
に
据
え
な
が
ら
も
、
前
者
が
所
領
安
堵
を
祈
る
新
平
三
の
夢

告
譚
を
中
心
に
展
開
し
、
頼
朝
の
法
花
堂
（
法
華
堂
）
建
立
に
説
き
及
ぶ
の
に
対
し
、
後
者
は
義
経
一
統
を
含
む
多
く
の
武
士
を
登
場
さ

せ
、
か
つ
義
経
・
梶
原
の
確
執
の
因
縁
を
語
る
の
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る（
２
）。

　

ま
た
、
輪
王
寺
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
六
十
六
部
の
縁
起
の
中
に
あ
る
、
源
頼
朝
転
生
譚
は
「
太
平
記
」
第
五
に
あ
る
「
時
政
参
籠
榎

島
事
」
が
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
も
多
数
の
縁
起
本
が
あ
り
、
輪
王
寺
本
系
で
は
「
敬
白
」
で
始
ま
る
表
白
文
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
人
々
の
前
で
読
み
上
げ

て
六
十
六
部
納
経
へ
の
結
縁
を
進
め
る
と
い
う
勧
進
の
目
的
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
近
世
刊
本
系
で
も
表
白
文
の
形
式
は
取
っ
て
い
な
い

が
、
勧
進
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

六
十
六
部
と
御
朱
印

　

御
朱
印
の
起
源
を
考
え
る
と
、
ま
ず
江
戸
時
代
の
納
経
帳
に
あ
り
、
さ
ら
に
遡
る
と
六
十
六
部
廻
国
聖
、
い
わ
ゆ
る
六
十
六
部
の
「
納

経
請
取
状
」
に
行
き
着
く
。
納
経
帳
は
六
十
六
部
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
後
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
や
西
国
三
十
三
所
の
納
経
帳
も
六
十

六
部
の
納
経
請
取
状
か
ら
派
生
し
た
こ
と
に
な
り
、
御
朱
印
は
六
十
六
部
に
由
来
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
六
十
六
部
は
明
治
の
初
め
に
禁
止
さ
れ
た
為
、
現
代
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
で
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御
朱
印
の
起
源
と
し
て
の
六
十
六
部
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
に
関
し
て
存
在
す
る
最
古
の
納
経
帳
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
空
性
法
師
の
宝
永
八
年
（
一
七
一

一
）
か
ら
正
徳
元
年
（
一
七
一
二
）
に
か
け
て
の
納
経
帳
だ
が
、
こ
れ
は
六
十
六
部
の
廻
国
巡
礼
の
一
環
と
し
て
四
国
・
西
国
を
巡
拝
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
も
、
十
八
世
紀
前
半
の
納
経
帳
は
い
ず
れ
も
六
十
六
部
の
も
の
で
、
四
国
や
西

国
の
巡
礼
者
の
納
経
帳
は
十
八
世
紀
後
半
に
登
場
す
る
。

　

も
と
も
と
六
十
六
部
は
日
本
全
国
六
十
六
ヶ
国
を
巡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
代
表
す
る
寺
社
一
ヶ
所
に
法
華
経
一
部
を
納
経
す
る
と
い

う
行
者
だ
っ
た
が
、
十
八
世
紀
に
入
っ
た
頃
か
ら
一
ヶ
国
一
ヶ
所
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
り
、
四
国
・
西
国
・
板
東
・
秩
父
な
ど
の
霊
場
を

組
み
込
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
札
所
で
も
納
経
は
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
を
見
た
四
国
や
西
国
の
巡
礼
者
も
六
十
六
部
を
真
似
て
納
経

帳
を
携
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た（
３
）と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ス
タ
ン
プ
ブ
ー
ム
と
し
て
の
御
朱
印

　

御
朱
印
研
究
所
の
見
解
に
よ
る
と

　

�

神
社
仏
閣
で
参
拝
の
証
し
と
し
て
い
た
だ
く
記
帳
押
印
を
「
御
朱
印
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
の
初
め
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
、
寺
社
で
い
た
だ
く
記
帳
押
印
に
決
ま
っ
た
名
前
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
寺
社
で
い
た
だ
く
印
を
「
御
朱
印
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
昭
和
初
期
に
起
こ
っ
た
空
前
の
ス
タ
ン
プ
（
集
印
）
ブ
ー
ム
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

�

こ
れ
に
よ
っ
て
登
場
し
た
ス
タ
ン
プ
蒐
集
家
た
ち
は
、
神
社
や
寺
院
で
い
た
だ
く
印
も
、
ス
タ
ン
プ
の
一
種
の
よ
う
に
扱
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
に
対
す
る
危
機
感
か
ら
、
一
般
の
ス
タ
ン
プ
や
記
念
印
と
差
別
化
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
一
環

と
し
て
「
御
朱
印
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
初
期
に
現
代
の
よ
う
な
「
御
朱
印
」
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
時
代
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（
４
）。

と
述
べ
て
い
る
。

人
は
な
ぜ
寺
社
に
参
る
の
か

　

寺
社
を
参
拝
す
る
こ
と
に
は
、
法
事
・
葬
儀
・
供
養
・
祈
願
・
相
談
・
説
教
の
聴
聞
・
観
光
・
初
詣
・
御
朱
印
な
ど
、
他
に
も
多
数
の

理
由
が
あ
り
、
人
々
が
寺
社
に
対
し
て
施
し
を
求
め
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
寺
社
に
対
す
る
一
般
の
見
解
と
し
て
、
敷
居
が
高
く
簡
単
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
抵
抗
感
を
抱
く
人

は
多
く
存
在
し
て
い
る
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
臨
時
学
芸
員
の
佐
藤
登
美
子
氏
は
、

　

 

「�

我
が
身
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
若
い
頃
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
な
ん
だ
か
ん
だ
と
寺
宝
社
宝
の
調
査
の
仕
事
に
ず
っ
と
携
わ
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
旅
行
と
も
な
れ
ば
そ
の
土
地
の
有
名
無
名
の
神
社
や
お
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
を
当
た
り
前
の
習
慣
と
し
て
い
ま
す
。

寺
社
参
り
は
仕
事
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
個
人
的
な
楽
し
み
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
文
化
財
を
調
査
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
、

と
い
う
の
は
単
な
る
口
実
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
う
時
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
俗
世
間
と
は
ち
が
う
空
間
の
あ
り
よ
う
、
つ

ま
り
聖
域
に
た
だ
身
を
置
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
何
だ
か
自
分
の
内
側
が
刷
新
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
。
そ
の
清
々
し

さ
に
一
度
身
を
浸
し
た
ら
、
な
か
な
か
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（
５
）。」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
寺
社
が
持
つ
独
特
の
空
間
や
風
情
が
人
々
に
癒
し
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
社
会
で
疲
弊
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す
る
人
々
に
と
っ
て
も
大
き
な
居
場
所
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

寺
離
れ
が
進
む
中
で
、
寺
院
は
御
朱
印
の
蒐
集
家
た
ち
を
た
だ
の
蒐
集
家
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
心
の
居
場
所
を
提
供
し
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
補
給
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
施
設
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
寺
院
と
い
う
空
間
が
現
代
社
会
の
若
者
の
新
た
な
居
場
所
と
な
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
寺
院
の
存
在
価
値
も
上
が
り
新
た
な
布
教
の
場
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
六
十
六
部
の
成
立
の
背
景
に
は
曖
昧
な
部
分
は
多
い
が
、
民
衆
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
、
巡
礼

を
志
す
人
々
も
か
な
り
の
数
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
六
十
六
部
は
法
華
経
を
書
写
し
、
六
十
六
カ
国
の
霊
場
に
納
経
す
る
大
き

な
功
徳
を
宿
縁
と
し
、
善
き
処
に
転
生
し
た
い
と
い
う
思
い
に
よ
り
、
多
く
の
六
十
六
部
の
修
行
が
行
わ
れ
て
き
た
経
緯
を
考
え
る
と
、

こ
う
す
れ
ば
こ
う
な
る
と
い
う
六
十
六
部
の
縁
起
本
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
は
っ
き
り
と
し
た
利
益
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
は
、
今

後
の
布
教
に
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
の
前
の
現
世
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
教
え
に
反
す
る
こ
と
で

は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
が
あ
る
ご
利
益
と
し
て
、
心
の
居
場
所
や
神
聖
な
場
所
に
身
を
寄
せ
る
安
心
を
提
供
で
き
る
場
所
と
し

て
、
寺
院
側
が
そ
の
在
り
方
を
考
え
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
御
朱
印
や
転
生
を
信
じ
る
若
者
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え

ら
れ
る
。
現
在
の
御
朱
印
は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
的
な
要
素
は
あ
る
に
し
て
も
、
寺
社
の
神
聖
な
る
空
間
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス

ト
レ
ス
社
会
と
言
わ
れ
る
現
実
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
含
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
六
十
六
部
は
源
頼
朝
の
転
生
と
い
う
縁
起
を
中
心
に
大
き
な
功
徳
を
積
む
た
め
の
廻
国
修
行
で
あ
り
、
転
生
へ
の
願
い
と
御
朱

印
の
起
源
で
あ
る
こ
と
の
背
景
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
の
若
者
が
、
信
仰
に
対
す
る
興
味
を
持
つ
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。

　

寺
院
側
も
た
だ
御
朱
印
を
発
行
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
起
源
や
歴
史
を
感
じ
な
が
ら
神
聖
な
場
所
を
提
供
す
る
気
持
ち
で
御
朱
印
を
発

行
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
六
十
六
部
の
廻
国
納
経
の
精
神
を
伝
え
る
こ
と
で
、
若
い
世
代
の
人
た
ち
を
日
本
の
宗
教
的
な
風
習
と
深
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く
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
信
仰
や
文
化
に
つ
い
て
も
深
い
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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六
部
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御
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史
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