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蓮
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宗
祖
七
百
遠
忌
の
事
業
も
閏
宗
の
僧
俗
一
体
と
な
り
ま
し
て
、
異
体
同
心
、
御
報
恩
の
誠
を
捧
げ
、
各
種
の
記
念
行
事
も
一
部
を
残
し
ま

し
て
無
事
に
円
成
し
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

宗
門
が
数
年
前
か
ら
特
別
布
教
年
次
計
画
と
い
う
も
の
を
た
て
ま
し
て
、
そ
れ
を
着
実
に
実
行
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
間
に
蓄
積
さ
れ
ま
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
は
、
遠
忌
後
の
教
団
、
特
に
二
十
一
世
紀
の
教
団
の
為
に
絶
対
に
継
承
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

特
に
各
単
位
寺
院
に
お
い
て
遠
忌
事
業
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
各
教
区
ご
と
の
遠
忌
法
要
と
い
う
も
の
が
地
方
に
於
い
て
行
な
わ
れ
、
本
年
、

宗
門
に
お
き
ま
し
て
全
国
大
会
、
そ
し
て
池
上
・
身
延
の
大
法
要
、
と
い
う
ふ
う
に
行
な
お
れ
て
ま
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
に
掘
り

起
さ
れ
、
結
集
さ
れ
た
宗
門
意
識
と
伝
道
意
欲
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
七
百
一
年
以
降
の
伝
道
教
団
づ
く
り
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

「
道
は
ひ
と
す
じ
七
百
遠
忌
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
盛
り
あ
が
っ
て
来
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
七
百
遠
忌
で
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止
ま
っ
て
し
ま
う
お
け
で
な
く
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
の
年
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
。
さ
る
十
月
、
身
延

法
要
に
お
き
ま
し
て
、
管
長
視
下
は
、
そ
の
誓
上
の
中
で
、
「
七
百
遠
忌
を
宗
門
再
出
発
の
起
点
と
し
て
、
異
体
同
心
以
て
立
正
安
国
世
界
平
和

に
不
日
惜
身
命
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
」
 
、
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉
を
決
し
て
空
文
に
終
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
為
に
、
今
、
何
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
何
を
為
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
宗
門
人
教
団
人
一
人
一
人
が
真
剣
に
考
え
て

取
り
組
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
の
現
宗
研
主
催
の
教
化
会
議
、
或
は
山
静
地
区
の
教
研
会
議
、
或
は
つ
い
一
週
間
前
の
京
浜
教
区
の
教
研
会
議
に
お
き
ま
し
て
も
、

い
ず
れ
も
「
立
正
安
国
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
或
は
ど
の
よ

う
に
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
遠
忌
以
後
の
教
団
と
い
う

も
の
が
、
こ
の
「
立
正
安
国
」
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
共
通
の
認
識
に
発
す
る
も
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
、
私
に
与
、
そ
ら
れ
た
テ
ー
マ
も
、
「
日
蓮
聖
人
と
立
正
安
国
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
恐
ら
く
、
主
催
者
の
意
図
も
同
じ
よ

う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
、
そ
ら
れ
る
お
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
問
題
は
あ
ま
り
に
も
重
大
、
か
つ
深
刻
で
あ

り
、
し
か
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
自
信
が
全
く
有
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
貴
重
な
時

間
を
お
か
り
い
た
し
ま
し
て
、
少
し
く
考
え
る
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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い
う
ま
で
も
な
く
「
立
正
安
国
」
と
い
う
こ
の
四
文
字
は
、
日
蓮
聖
人
の
理
想
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に
滅
後
私
達
門
下
に
対



す
る
宗
祖
の
御
遺
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
日
蓮
教
団
の
基
本
理
念
で
あ
り
悲
願
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
立
正
安
国
」
と
い
う
四
文
字
に
、
宗

祖
の
宗
教
が
何
を
め
ざ
す
か
と
い
う
こ
と
が
、
最
も
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
宗
祖
が
「
三
界
は
み
な
仏
国
な
り
十
方

は
悉
く
宝
土
な
り
」

と
言
お
れ
た
立
正
安
国
の
理
想
は
、
今
日
で
は
十
方
世
界
、
い
わ
ゆ
る
立
正
安
世
界
へ
と
拡
充
さ
れ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
法
華
経
の
信
仰
を
も
っ
て
、
法
華
経
の
信
仰
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
、
更
に
ひ
ろ
く
は
世
界
人

類
の
平
和
を
目
指
す
と
い
う
の
が
「
立
正
安
国
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
、
「
立
正
安
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
応
元
年
七
月
十
六
日
、
三
十
九
歳
の
宗
祖
が
、
前
の
執
権
北
条
時
頼
に
上
奏
さ
れ
た
『
立

正
安
国
論
』

に
由
来
す
る
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

『
立
正
安
国
論
』
は
十
番
の
主
客
の
問
答
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
安
国
、
即
ち
王
法
中
心
に
立
つ
客
と
、
そ
れ
か
ら
、
立
正
、
即
ち
仏

法
中
心
に
た
つ
主
人
の
立
場
の
会
話
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
安
国
、
つ
ま
り
国
家
中
心
に
立
つ
客
を
、
正
法
中
心
の
主
人
の
立

場
へ
導
き
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
弁
証
法
的
な
会
話
で
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
第
八
番
ま
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
然
浄
土
教
に
対
す

る
破
折
批
判
が
中
心
を
な
し
て
お
り
、
第
九
段
の
「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
」
と
い
う
六
十
四
文
字
に
、
宗
祖
の
宗
教
の
基
本
理
念
、

根
本
理
念
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ
、
そ
の
社
会
化
実
践
化
の
意
義
が
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
、
立
正
安
国
と

い
う
の
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
基
本
的
見
解
が
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
、
語
法
の
邪
信
を
改
め
て
実
乗
の
一
書
、
す
な
わ
ち
法
華
経
に
帰
依
す
る
の
が
「
立
正
」
で
あ
っ
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
衰
微
、
破
壊
す
る
こ
と
の
な
い
仏
国
土
を
建
設
し
、
身
の
安
全
心
の
禅
定
を
得
る
と
い
う
の
か
「
安
国
」
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
は
、
正
法

の
確
立
を
仏
国
土
実
現
の
為
の
必
須
条
件
と
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
仏
国
土
は
決
し
て
衰
え
破
れ
る
こ
と
は
な
く
、
国

土
が
安
穏
な
ら
ば
人
心
も
ま
た
安
定
す
る
と
、
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
主
張
が
単
に
日
本
国
と
い
う
限
ら
れ
た
国
土
で
は
な
く
、

日
本
を
起
点
と
し
て
閻
浮
へ
、
世
界
へ
と
ひ
ろ
が
る
視
野
に
た
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
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け
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
第
十
番
目
は
、
客
の
領
解
告
白
帰
信
立
願
で
終
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
祖
の
こ
の
立
正
安
国
の
主
張
は
、
直
接
的
に
は
災
害
が
続
発
す
る
と
い
う
危
機
的
な
状
況
を
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
根
底
は
法
華
経
の
教
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
法
華
経
に
命
を
か
け
ら
れ
た
宗
祖
の
≡
一
口
一
句
一
挙
一
動
、
す

べ
て
法
華
経
の
教
説
に
基
づ
か
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
華
経
讐
喩
品
に
は
、
「
今
此
三
界
皆
是
我
有
」
と
教
主
釈
尊
が
主
師
親
三
徳
を
備
、
そ
ら
れ
た
唯
一
の
仏
で
あ
る
と
示
さ
れ
、
こ
の
婆
婆
世

界
は
釈
尊
の
所
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
本
門
の
寿
量
品
に
ま
い
り
ま
す
と
、
「
我
常
に
此
の
婆
婆
世
界
に
あ

り
」
 
、
或
は
「
我
が
此
の
土
は
安
穏
に
し
て
」
 
、
或
は
「
我
が
浄
土
は
毀
れ
ざ
る
に
」
と
い
う
ふ
う
に
、
本
仏
所
住
の
こ
の
婆
婆
世
界
が
不
滅

の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
承
け
て
宗
祖
は
『
関
目
抄
』
に
、
「
今
爾
前
述
門
に
し
て
十
方
を
浄
土
と
ご
う
し
て
此

土
を
稜
土
と
と
か
れ
し
を
打
ち
か
へ
し
て
此
土
は
本
土
な
り
、
十
方
の
浄
土
は
垂
速
の
穣
土
と
な
る
」
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
、
ま
た
、
『
観
心

本
尊
抄
』
に
、
「
今
本
時
の
婆
婆
世
界
は
」
と
い
う
ふ
う
に
婆
婆
即
寂
光
の
国
土
観
を
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
実
は
災
害
が
続
発
し
外

敵
の
侵
略
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
の
日
本
国
も
、
そ
の
本
質
は
浄
土
で
あ
る
と
い
う
の
が
宗
祖
の
お
考
え
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
「
立
正
安
国
」

の
誓
願
は
こ
こ
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
「
閻
浮
提
内
広
宣
流
布
」
と
い
う
本
仏
釈
尊
の
違
令
を
奉
ず
る
宗
祖
は
、
本
仏
理
想
の
仏
国
土
を
建
設
す
る
為
に
、
「
立
正
安
国
」

の
為
に
、
法
華
経
に
よ
る
危
機
克
服
の
論
理
を
ひ
っ
さ
け
て
実
践
活
動
を
お
こ
な
お
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
国
家
諌
暁
、

諸
宗
折
伏
と
し
て
行
動
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
し
て
の
真
の
仏
教
な
ら
ば
、
こ
の
危
機
に
直
面
し
た
現
実
社

会
を
最
高
の
お
し
え
で
以
て
浄
化
し
、
そ
し
て
仏
国
土
の
建
設
に
務
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
国
家
の
安
危
を
担
う
為
政
者

は
、
こ
の
精
神
を
体
得
し
な
い
限
り
、
せ
ま
り
く
る
危
機
か
ら
日
本
国
を
救
済
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
諌
暁
さ
れ
た
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の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
の
実
際
化
を
以
っ
て
人
生
を
価
値
あ
ら
し
め
、
現
実
の
欠
陥
を
補
い
、
社
会
国
家
の
危
機
を
救
済
し
理
想
の
仏
国
土

の
建
設
を
意
図
し
た
の
が
、
即
ち
『
安
国
論
』

の
精
神
で
あ
り
主
張
で
あ
り
ま
し
た
。

今
私
達
が
『
安
国
論
』
か
ら
何
を
学
び
、
何
を
継
承
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
す
べ
て
を
学
び
信
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
宗
教
者
に
お
け
る
倫
理
、
そ
れ
か
ら
諌
暁
の
精
神
と
い
う
二
点

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
教
者
の
倫
理
と
い
う
こ
と
は
、
第
六
番
問
答
に
お
き
ま
し
て
、
客
が
宗
祖
が
『
安
国
論
』
を
上
奏
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

非
を
追
求
し
た
の
に
対
し
、
宗
祖
は
そ
れ
に
答
え
ま
し
て
、
「
予
少
量
た
り
と
雅
も
恭
〈
も
大
乗
を
学
す
。
弟
子
一
価
の
子
と
生
れ
て
諸
経
の
王

に
蔀
ふ
。
何
ぞ
仏
法
の
衰
微
を
見
て
:
心
情
の
哀
情
を
起
き
ざ
ら
ん
や
。
(
中
略
)
余
善
比
丘
の
身
た
ら
ず
と
雅
も
、
仏
法
中
怨
の
責
を
遅
れ

ん
が
為
に
、
唯
大
綱
を
撮
っ
て
粗
一
端
を
示
す
」
と
上
奏
諌
暁
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
、
仏
子
と
し
て
、
仏
と
一

切
衆
生
に
対
す
る
責
任
を
果
さ
ん
が
為
に
諌
暁
活
動
に
出
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
為
政
者
と
し
て

為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
ず
に
い
る
者
に
、
そ
の
義
務
と
責
任
の
遂
行
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
、
仏
の
本
意
を
誤
っ
て
人
々
を
苦

し
み
に
導
き
入
れ
る
諸
宗
の
僧
の
誤
り
を
覚
ま
さ
ん
が
た
め
の
行
動
で
あ
り
、
仏
教
者
と
し
て
、
「
言
わ
ず
は
慈
悲
な
き
に
似
た
り
」
と
い
う

良
心
か
ら
送
り
出
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
宗
祖
の
宗
教
者
と
し
て
の
モ
ラ
ル
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
一
つ
、
諌
暁
の
精
神
に
つ
い
て
言
え
ば
、
宗
祖
滅
後
、
門
弟
た
ち
が
各
地
に
教
線
を
開
拓
し
伝
道
活
動
を
行
っ
て
い
っ
た
時
、
「
申
状
」
に

『
立
正
安
国
論
』

を
添
え
て
幕
府
や
各
地
の
為
政
者
に
諌
暁
を
行
っ
た
と
い
う
史
実
は
周
知
の
事
柄
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
そ
れ
等

の
先
師
た
ち
が
い
ず
れ
も
『
立
正
安
国
論
』
こ
そ
が
宗
祖
の
念
願
で
あ
り
、
こ
の
『
安
国
論
』
の
精
神
は
諌
暁
に
あ
り
、
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
多
く
の
先
師
が
迫
害
弾
圧
を
乗
り
越
、
え
、
法
華
経
の
信
奉
を
す
す
め
、
諌
暁
活
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動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
教
団
史
上
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
私
達
が
こ
の
「
立
正
安
国
」
と
い
う
宗
祖
の
違
令
を
奉
じ
、
そ
し
て
二
十
一
世
紀
の
教
団
を
め
ざ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て

ゆ
〈
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
教
団
成
立
の
原
点
に
か
え
れ
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
今
す
こ
し
そ
こ
に
立
ち
返
っ
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
よ
そ
宗
教
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
教
法
を
中
心
に
そ
の
教
え
を
信
奉
し
実
践
す
る
人
々
が
あ
っ
ま
っ
て
信
仰
を
絆
と
す
る
固
い
結
合
体
を

形
成
し
、
い
ね
ゆ
る
教
団
な
る
も
の
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
教
団
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
一
人
者
の
開
宗
と
そ
の
教
え
を
伝
導
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
か
教
団
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
に
出
発
す
る
印
度
の
原
始
仏
教
教
団
や
現
在
の
南
方
仏
教
教
団
が
比
丘
比

丘
尼
の
出
家
を
中
心
と
す
る
戒
律
中
心
の
サ
ン
ガ
教
団
で
あ
り
、
ま
た
、
中
国
の
仏
教
教
団
が
大
乗
仏
教
教
学
の
理
解
と
実
践
を
軸
と
す
る
僧

侶
の
学
問
中
心
的
か
、
或
は
出
家
者
中
心
的
か
の
教
団
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
仏
教
、
こ
と
に
鎌
倉
新
仏
教
と
い
わ
れ
る
諸
宗
派
は
、
出

家
在
家
一
体
、
僧
俗
一
体
の
教
団
と
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
み
い
出
さ
れ
る
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

日
蓮
教
団
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
た
宗
教
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が
宗
祖
の
独
断
に
出
で
た
も
の
で

な
く
、
印
度
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
わ
た
る
法
華
仏
教
先
覚
者
の
伝
統
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
、
『
顕
仏
未
来
記
』
に

三
国
四
師
相
承
を
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
三
国
三
師
、
即
ち
印
度
の
釈
尊
、

中
国
の
天
台
大
師
、
日
本
の
伝
教
大
師
の
三
師
の
前
に
お
い
て
は
、
法
華
経
弘
通
の
伝
統
を
継
承
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
謙
譲
な
る
伝
統
者
で

あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
敬
虔
な
る
伝
統
者
日
蓮
の
な
か
に
、
釈
尊
の
宗
教
の
真
実
が
開
創
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

問
題
は
、
宗
祖
に
開
宗
の
意
図
と
伝
道
の
意
識
、
即
ち
教
団
形
成
の
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
り
ま
す
が
、
宗
祖
が
外
相
承
の
師
と
仰

が
れ
た
伝
教
大
師
最
澄
は
、
四
条
式
、
六
条
式
、
八
条
式
と
い
う
、
謂
ゆ
る
『
山
家
学
生
式
』
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
ま
し
て
、
学
徒
の
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方
法
、
即
ち
学
徒
を
指
導
育
成
す
る
教
育
理
念
と
、
そ
れ
か
ら
教
育
制
度
の
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
示
し
ま
し
て
、
奈
良
時
代
の
仏
教
教
団

と
は
全
く
異
な
る
大
乗
菩
薩
僧
の
集
団
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
意
向
を
公
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
御
承
知
の
よ
う
に

宗
祖
に
お
か
れ
ま
し
て
は
学
生
式
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
学
徒
養
成
の
方
法
や
、
或
は
教
団
制
度
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は
全
く
み
ら
れ
な

く
、
む
し
ろ
よ
く
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
あ
の
『
妙
密
上
人
御
消
息
』

の
、
「
日
蓮
は
何
の
宗
の
元
祖
に
も
あ
ら
ず
又
末
葉
に
も
あ
ら
ず
」
と

い
う
お
言
葉
を
も
っ
て
、
宗
祖
に
は
あ
ら
た
な
る
教
団
開
宗
の
意
図
が
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
見
る
む
き
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
の

『
関
目
抄
』
の
「
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
但
日
蓮
一
人
な
り
」
以
下
の
文
立
教
開
宗
以
来
二
十
年
の
身
行
と
経
証
の
符
合
を
述
べ
ら
れ
た

部
分
で
す
が
、
こ
の
『
関
目
抄
』
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
強
烈
な
伝
道
意
識
と
い
う
も
の
が
宗
祖
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
ま

た
『
種
々
御
振
舞
御
書
』
に
「
日
蓮
さ
き
が
け
し
た
り
。
ね
た
う
ど
も
二
陣
三
陣
つ
づ
き
て
」
と
い
う
文
章
、
或
は
『
諸
人
御
返
事
』
の
「
我

弟
子
等
の
出
家
は
主
上
上
皇
の
師
と
為
り
在
家
は
左
右
の
臣
下
に
列
ら
ん
」
と
い
う
文
章
、
或
は
ま
た
「
人
々
御
中
」
と
い
う
宛
所
を
持
っ

た
書
状
の
存
在
す
る
こ
と
、
例
え
ば
『
佐
度
御
書
』
は
弟
子
檀
那
中
宛
の
書
状
で
あ
り
、
『
真
言
諸
宗
遠
目
』
は
土
木
殿
と
人
々
御
中
宛
で
す

し
、
あ
の
有
名
な
『
如
説
修
行
抄
』
も
ま
た
人
々
御
中
宛
、
そ
し
て
。
聖
人
御
難
事
』
も
人
々
御
中
宛
で
す
し
、
そ
の
名
前
の
と
お
り
。
弟

子
檀
那
中
御
喜
』
 
、
ま
た
、
『
諸
人
御
返
事
』
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
お
け
で
す
。
そ
こ
か
ら
宗
祖
の
一
門
意
識
と
い
う
も
の
を

兄
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
宗
祖
を
中
心
と
す
る
教
団
が
形
成
さ
れ
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
り
う
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち

宗
祖
に
自
分
を
中
心
と
す
る
教
団
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
法
華
経
の
題
目
を
中
心
と

す
る
人
間
結
合
が
な
さ
れ
、
集
団
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
す

な
れ
ち
日
蓮
教
団
は
、
当
初
は
こ
の
宗
祖
の
人
格
を
中
核
と
し
て
、
そ
し
て
法
華
経
信
仰
者
の
集
団
と
し
て
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
先
程
あ
げ
ま
し
た
諸
御
書
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
真
宗
、
親
鸞
に
始
ま
る
真
宗
教
団
の
場

合
と
く
ら
べ
て
み
ま
す
と
、
宗
祖
の
場
合
は
強
烈
な
師
意
識
と
い
う
も
の
が
特
徴
的
に
あ
り
ま
す
。
三
大
誓
願
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
末
法
の

7



導
師
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
謂
ゆ
る
師
弟
と
い
う
関
係
が
強
烈
に
窺
お
れ
る
お
け
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
上
人
の
場
合
は
、
同
信
、
同
じ
信

仰
を
絆
と
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
同
門
集
団
と
い
う
こ
と
で
、
日
蓮
教
団
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
比
較
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

宗
祖
は
、
み
ず
か
ら
本
仏
釈
尊
の
意
志
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
た
、
或
は
呼
び
出
さ
れ
た
本
化
地
浦
上
行
菩
薩
の
応
現
で
あ
る
と
し
て
、
末

法
の
日
本
の
国
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
御
自
覚
に
た
た
れ
て
法
華
経
を
実
践
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
々
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を

唱
え
た
も
つ
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
仏
に
よ
っ
て
選
び
出
さ
れ
派
遣
さ
れ
た
も
の
は
、
当
然
そ
こ
に
果
す
べ
き
重
大
な

使
命
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
釈
尊
に
よ
り
与
、
え
ら
れ
た
使
命
が
、
即
ち
、
「
後
五
百
歳
中
広
宣
流
布
於
閣

浮
提
無
令
断
絶
」
「
閣
浮
提
内
広
令
流
布
」
と
い
う
仏
の
未
来
記
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
は
そ
の
釈
尊
よ
り
託
さ
れ
た
使
命
を

果
た
す
べ
〈
 
、
立
正
安
国
」
の
四
文
字
を
掲
げ
て
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
を
期
し
て
伝
道
を
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
門
で
は
、
そ

の
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
を
立
教
開
宗
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
宗
祖
自
身
の
信
仰
の
道
に
即
す
る
な
ら
ば
、
真
の
信
仰

的
な
意
味
で
の
立
教
と
い
う
の
は
、
謂
ゆ
る
求
道
者
を
求
め
る
求
道
者
か
ら
、
法
を
弘
め
る
弘
法
者
へ
と
い
う
転
換
を
決
意
し
た
と
き
、
そ

の
と
き
が
信
仰
的
な
意
味
で
の
立
教
開
宗
で
あ
り
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
と
い
う
の
は
宗
門
的
な
意
味
で
の
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
伝
道
を
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
に
も
引
用
し
ま
し
た
が
『
関
目
抄
』

の

「
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
但
日
蓮
一
人
な
り
。
こ
れ
を
≡
口
も
申
出
す
な
ら
ば
父
母
兄
弟
師
匠
国
主
の
王
難
必
来
べ
し
。
い
わ
ず
ば
慈

悲
な
き
に
に
た
り
と
思
惟
す
る
に
、
法
華
経
浬
薬
経
等
に
此
二
辺
を
合
見
る
に
、
い
ね
ず
れ
今
生
に
事
な
く
と
も
、
後
生
は
必
無
間
地
獄
に
堕

べ
し
。
い
ふ
な
ら
ば
三
陸
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
し
ぬ
。
二
辺
の
中
に
は
い
ふ
べ
し
」
と
い
う
こ
の
文
章
に
は
、
宗
祖
の
旺
盛
な
伝
道
実
践
の

意
欲
と
内
観
反
省
の
言
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
知
教
者
と
し
て
伝
道
の
重
大
な
責
任
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
程
、
現
実
の
自

己
に
対
す
る
深
刻
な
反
省
が
あ
ら
お
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
に
お
け
る
伝
道
活
動
が
そ
の
仏
と
一
切
衆
生
に
対
す
る
報
恩
道
の
実
践
に
他

8



な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
関
目
抄
』
『
報
恩
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
御
遺
文
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
御
生
涯
は
「
立
正
安
国
」
を
も
っ

て
貫
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
教
団
は
、
こ
の
宗
祖
の
召
出
←
派
遣
の
自
覚
体
験
、
す
な
わ
ち
回
心
の
と
き
を
そ
の
成
立
の
原
点
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
い
か
え

れ
ば
、
法
華
経
の
虚
空
会
に
お
け
る
付
堀
の
儀
式
、
と
い
う
も
の
を
日
蓮
教
団
成
立
の
原
点
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

従
っ
て
宗
祖
が
理
想
と
さ
れ
た
「
立
正
安
国
」
を
そ
の
ま
ま
日
蓮
教
団
の
理
想
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
祖
は
、
立
正
安
国
の
実
現
は
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
」
、
即
ち
諺
法
の
禁
断
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
『
立

正
安
国
論
』
に
お
い
て
は
、
謂
ゆ
る
不
受
不
施
の
不
施
、
語
法
者
に
対
す
る
布
施
を
禁
ぜ
よ
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
身
延
に

ぉ
い
て
書
か
れ
ま
し
た
『
秋
元
御
書
』
に
は
、
具
体
的
に
語
法
の
禁
断
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
『
秋
元
御
書
』

に
は
、
「
我
等
誹
誘
正
法
の
国
に
生
て
大
昔
に
値
は
ん
事
よ
。
設
誘
身
は
脱
る
と
云
と
も
、
誘
家
誘
国
の
失
如
何
せ
ん
。
誘
家
の
夫
を
脱
ん
と

思
は
ば
、
父
母
兄
弟
等
に
此
事
を
語
申
せ
。
(
中
略
)
護
国
の
夫
を
脱
れ
ん
と
思
は
ば
、
国
主
を
諌
暁
し
奉
て
、
死
罪
か
流
罪
か
に
行
お
る
べ
き
な

り
」
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
誘
法
の
罪
か
ら
逃
れ
る
為
に
は
、
護
身
・
誘
家
・
諺
国
、
身
と
家
と
国
で
す
ね
、
こ
の
諾
身
・
誘
家
・
護

国
の
三
つ
に
つ
い
て
、
折
伏
諌
暁
の
弘
教
を
行
え
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
ま
し
て
、
こ
の
三
的
離
諒
を
実
践
の
規
範
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

今
、
こ
の
教
示
に
従
う
な
ら
ば
、
我
々
は
、
ま
ず
自
身
の
自
か
ら
の
誘
法
禁
断
に
始
ま
り
、
次
い
で
家
の
誘
法
禁
断
に
移
り
、
更
に
進
ん
で

国
の
語
法
禁
断
へ
世
界
の
語
法
禁
断
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
立
正
安
国
」
の
実
現
を
理
想
と
し
念
願

す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
深
刻
な
自
己
反
省
に
た
っ
て
、
確
固
た
る
信
仰
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自
己
の
「
立
正
」

に
も
と
づ
い
て
、
社
会
国
家
へ
の
諌
暁
へ
と
伝
道
活
動
が
す
す
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
祖
の
未
来
記
で
あ
る
『
安
国
論
』
が
旅
客
の
領
解
告
白
帰
信
立
願
で
終
っ
て
い
る
の
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
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未
来
記
と
い
う
の
は
、
先
師
の
予
言
予
記
し
た
事
柄
が
後
に
出
で
来
る
人
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
実
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
真

の
未
来
記
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
実
証
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
空
文
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
は
み
ず
か
ら
折
伏

諌
暁
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
の
御
言
葉
を
未
来
記
た
ら
し
め
よ
う
と
ぎ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
『
関
目
抄
』

の
一
篇
に
窺
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

先
に
も
引
用
い
た
し
ま
し
た
『
顕
仏
未
来
記
』
に
は
、
み
ず
か
ら
身
を
も
っ
て
仏
の
未
来
記
を
実
証
し
た
、
そ
の
主
体
的
実
践
の
立
場
か
ら
、

自
己
の
歴
史
的
使
命
と
い
う
も
の
を
述
べ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
宗
祖
御
自
身
の
未
来
記
と
し
て
法
華
経
の
閻
浮
広
布
、
仏
法
西
漸
の
大
願
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
『
安
国
論
』
は
、
こ
の
「
立
正
安
国
」
と
い
う
理
想
の
実
現
を
我
々
後
世
門
下
に
委
嘱
遺
合
さ
れ
た
宗
祖
の
未
来
記
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

第
十
番
に
「
唯
だ
我
信
ず
る
の
み
に
非
ず
、
又
他
の
誤
を
識
め
ん
の
み
」
と
、
正
法
に
帰
依
し
た
旅
客
の
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
「
立
正
安
国
」
、
四
海

帰
妙
の
法
華
経
広
布
を
誓
っ
た
立
願
の
言
葉
で
あ
り
、
宗
祖
に
約
束
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
多
く
の
先
師
達
が
こ
の
約
束
を
遂
行
せ

ん
と
し
て
諌
暁
活
動
を
実
践
し
、
或
る
時
に
は
、
宗
門
史
を
血
で
し
ろ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
皆
様
方
御
承
知
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

従
っ
て
、
我
等
宗
祖
門
下
は
、
独
り
自
己
の
安
心
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
国
家
社
会
の
浄
化
、
世
界
人
類
平
和
の
為
に
積
極
的
に
諌
暁
す
る

こ
と
、
『
安
国
論
』
の
諌
暁
精
神
に
の
っ
と
っ
て
伝
道
活
動
を
行
な
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
『
立
正
安
国
論
』
を
講
讃
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

1 0

こ
こ
で
、
自
己
自
身
の
「
立
正
」
、
或
は
内
面
の
信
仰
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
宗
祖
の
生
涯
に
即
し
っ
つ
、
も
う
少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
な
ら
ば
、
宗
祖
は
佐
渡
流
罪
前
後
の
御
遺
文
に
繰
り
返
し
御
自
身
の
出
自
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
文
永
七
年
の
『
善
無

畏
三
蔵
紗
』
に
は
「
安
房
国
東
條
片
海
の
石
中
の
賎
民
が
子
」
 
、
文
永
八
年
『
佐
渡
御
勘
気
鋤
き
に
は
「
安
房
国
海
辺
の
旛
陀
羅
が
子
」
 
、
文



永
九
年
『
佐
渡
御
所
』
に
は
「
日
蓮
今
生
に
貧
窮
下
賎
の
者
と
生
れ
、
施
陀
羅
が
家
よ
り
出
た
り
」
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の

「
旛
陀
羅
が
子
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
聖
人
伝
を
研
究
さ
れ
て
い
る
諸
先
生
方
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
宗
祖
の
出
自
は
、

陀
羅
と
い
う
ふ
う
な
漁
民
が
子
で
は
な
く
、
荘
官
ク
ラ
ス
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
宗
祖
は
中
世
の
京

都
幾
内
の
先
進
文
化
圏
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
東
国
辺
土
の
安
房
の
国
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
東
国
辺
土
の
旛
陀
羅
が
家
に
生

ま
れ
た
と
い
う
こ
の
御
自
覚
が
、
宗
祖
の
宗
教
形
成
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
国
土
観
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で

あ
り
ま
す
。
宗
祖
は
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
に
「
安
房
国
東
条
郷
辺
国
な
れ
ど
も
日
本
国
の
中
心
の
ご
と
し
。
典
故
は
天
照
大
神
跡
を
垂
れ

給
へ
り
。
(
中
略
)
日
蓮
一
間
浮
掟
の
内
、
日
本
国
安
房
国
東
条
郡
に
始
て
此
の
正
法
を
弘
通
し
始
た
り
」
と
し
る
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
宗
祖
が

こ
の
安
房
の
国
の
東
条
の
郷
に
特
別
な
意
義
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
今
の
文
章
よ
り
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ

に
は
、
東
国
武
家
社
会
に
お
け
る
天
照
大
神
信
仰
と
い
う
も
の
を
指
摘
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
む
し
ろ
宗
祖
独
自
の
国
土
観
に

も
と
づ
く
表
現
が
今
の
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
御
文
章
で
あ
り
ま
す
。

い
ね
ゆ
る
鎌
倉
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
新
仏
教
旧
仏
教
の
区
別
を
と
わ
ず
、
い
ず
れ
も
末
法
思
想
を
背
景
と
し
、
時
は
五
濁
悪
世
末
法
、

機
は
極
悪
誘
法
の
凡
夫
、
国
は
辺
土
日
本
、
と
い
う
ふ
う
に
意
識
す
る
点
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
末
法
、
辺
土
日

本
、
こ
の
観
念
を
克
服
し
、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
成
立
し
た
の
か
鎌
倉
仏
教
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
に
お

け
る
旛
陀
羅
の
子
、
民
の
子
の
自
覚
と
こ
の
東
国
辺
土
の
表
現
と
は
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
祖
の
初
期
の
宗
教
活
動
を
特
徴
づ
け
る
法
然
浄
土
教
批
判
、
す
な
わ
ち
『
守
護
国
家
論
』
、
『
立
正
安
国
論
』
等
に
見
ら
れ
る
浄
土
教
批

判
に
お
い
て
は
、
法
華
最
勝
の
理
論
を
以
て
法
然
の
浄
土
教
が
穣
土
と
し
て
否
定
し
た
現
実
の
婆
婆
世
界
こ
そ
が
、
実
は
真
実
の
浄
土
で
あ

り
、
法
華
経
の
行
者
の
住
す
る
所
が
浄
土
に
他
な
ら
な
い
、
と
「
立
正
安
国
」
の
主
張
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「
立
正
安
国
」

の
た
め
の
激
し
い
誘
法
珂
責
の
戦
い
、
折
伏
諌
暁
の
伝
道
活
動
に
よ
っ
て
多
く
の
法
難
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
、
そ
し
て
受
難
の
宗
教
体
験
が
宗

咽



祖
の
罪
意
識
と
い
う
も
の
を
一
層
深
刻
化
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
関
目
抄
』
の
巻
末
に
『
法
華
経
』
・
『
浬
柴
経
』
・
『
般
泥

桓
経
』
等
の
経
文
を
一
々
に
引
用
さ
れ
ま
し
て
「
銅
鏡
は
色
形
を
顕
す
。
秦
王
験
偽
の
鏡
は
現
在
の
罪
を
顕
す
。
仏
法
の
鏡
は
過
去
の
業
因
を

現
ず
。
(
中
略
)
、
衣
服
不
足
。
予
身
也
。
(
中
略
)
求
財
不
利
。
予
身
也
。
生
貧
賎
家
。
予
身
也
」
と
御
自
身
の
体
験
と
経
文
と
を
照
し
合
せ
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
末
法
の
語
法
充
満
の
辺
土
日
本
に
生
を
う
け
、
法
華
経
弘
通
の
ゆ
え
に
、
「
立
正
安
国
」
の
旗
印
の
故
に
種
々
の

大
難
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
受
難
は
先
世
の
語
法
の
罪
報
で
あ
る
、
し
か
し
経
典
に
よ
れ
ば
、
先
世
の
誘
法
の
罪
報
は
王
難

等
の
迫
害
弾
圧
の
み
で
な
く
、
貧
賎
の
家
に
生
ま
れ
る
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
が
身
も
ま
た
経
文
の
通
り
に
符
合
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た

の
ち
に
、
「
今
は
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
語
法
を
責
れ
ぼ
此
大
難
の
来
る
は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
出
せ
る
な
る
べ
し
」
と
結
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
宗
祖
は
、
こ
の
相
次
ぐ
受
難
を
過
去
の
購
罪
に
よ
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
し
て
、
今
生
の
受
難
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、

そ
れ
を
バ
ネ
と
し
て
一
層
激
し
く
折
伏
諌
暁
の
伝
道
活
動
に
従
事
し
、
護
法
の
為
の
誘
法
呵
責
の
戦
い
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
堕
地
獄

の
苦
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
、
受
難
に
よ
る
罪
業
の
消
滅
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
深
刻
な
滅
罪
観
は
、
『
転
重
軽
受
法
門
』
以
降
佐
渡
配
流
前
後
の
遺
文
に
集
中
的
に
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
『
浬
柴
経
』
・
『
般
泥

桓
経
』
等
を
引
用
さ
れ
ま
し
て
、
そ
こ
に
旛
陀
羅
の
子
民
の
子
の
自
覚
が
繰
り
返
し
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
宗
祖
に
と

っ
て
は
、
そ
の
お
生
れ
が
武
士
で
あ
る
の
か
貴
族
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
法
華
経
に
予
言
さ
れ
本
仏
釈
尊
に
よ
っ
て
選

び
出
さ
れ
召
し
出
さ
れ
派
遣
さ
れ
た
末
法
の
法
華
経
の
行
者
と
し
て
立
つ
宗
祖
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
内
面
に
辺
土
の
賎
民
と
し
て
の
自
覚

を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
孤
立
無
援
の
孤
独
な
戦
い
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
、
末
法
の
凡
夫
は
教
主
釈
尊
出
世
の
本
懐
で
あ
る
法
華
経
に
よ
っ
て
し
か
救
お
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
の
す
べ
て
の
人
々

は
誤
ま
れ
る
教
法
を
信
奉
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
日
本
国
に
こ
れ
を
知
れ
る
は
値
だ
日
蓮
一
人
の
み
」
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。
東
国
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辺
土
の
貧
賎
の
家
よ
り
出
た
る
旛
陀
羅
の
子
日
蓮
が
、
法
華
経
を
奉
持
し
伝
道
弘
通
し
た
が
故
に
「
大
難
は
四
ケ
度
小
難
は
数
知
れ
ず
」
と

い
う
法
難
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
く
「
数
々
見
描
出
」
と
予
言
さ
れ
て
い
る
法
華
経
の
行
者
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
東
国
辺
土
の
旛
陀
羅
が
子
日
蓮
が
、
「
閻
浮
提
内
広
令
流
布
」
「
広
宣
流
布
」
と
い
う
本
仏
釈
尊
の
遺
命
を
奉
じ
て
法
華
経
を
伝

道
し
、
立
正
安
国
」
の
た
め
国
家
社
会
を
諌
暁
折
伏
し
、
法
難
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
法
華
経
者
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
て
受
難
の
体
験
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
証
さ
れ
、
そ
れ
は
日
本
第
一
で
あ
る
に
と

ど
ま
ら
ず
、
閻
淫
第
一
の
法
華
経
の
行
者
へ
と
飛
躍
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
閻
浮
第
一
の
法
華
経
の
行
者
日
蓮
を
生
ん
だ
日
本
国
は
、
も
は

や
辺
土
で
は
な
く
、
末
法
に
お
け
る
仏
教
流
布
の
中
心
地
で
あ
り
、
末
法
に
お
け
る
真
実
の
仏
教
発
祥
地
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
一
問
浮

提
第
一
の
本
尊
を
こ
の
国
に
立
つ
べ
し
」
と
の
宣
言
が
そ
こ
に
為
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
更
に
ま
た
、
『
顕
仏
未
来
記
』
に
は
「
月
は
西
よ

り
出
て
東
を
照
し
日
は
東
よ
り
出
て
西
を
照
す
。
傭
法
も
又
以
て
是
の
如
し
。
正
像
に
は
西
よ
り
東
に
向
い
末
法
に
は
東
よ
り
西
に
往
く
」
 
、

『
曾
谷
入
道
許
御
書
』
或
は
『
諌
暁
八
幡
抄
』
に
も
同
じ
よ
う
な
御
文
章
が
兄
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
末
法
に
お
け
る
仏
法
西
潮
の
必
然
性
を

述
べ
ら
れ
、
門
弟
に
対
し
て
題
目
弘
通
、
折
伏
諌
暁
の
伝
道
、
誘
法
呵
責
の
戦
い
を
勧
奨
さ
れ
、
御
自
身
の
未
来
記
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
宗
祖
は
、
五
濁
末
法
の
辺
土
日
本
に
生
れ
た
こ
と
を
徒
ら
に
嘆
き
悲
し
む
こ
と
な
く
、
ま
た
現
在
を
す
て
未
来
を
願
う
の
で
も

な
く
、
み
ず
か
ら
の
身
を
以
て
辺
土
日
本
を
止
揚
し
て
仏
国
日
本
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
、
立
正
安
国
」
に
よ
る
宗
教
的
救
済
の
あ
り
方
を

身
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
閻
浮
掟
に
全
世
界
に
法
華
経
の
真
理
を
広
宣
流
布
せ
ん
こ
と
を
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
に
お
け
る
こ
の

よ
う
な
日
本
国
の
価
値
神
聖
化
が
、
聖
人
自
身
の
身
を
も
っ
て
、
旛
陀
羅
の
子
、
民
の
子
の
自
覚
の
も
と
に
「
立
正
安
国
」
を
旗
印
に
常
に
民
衆
の

側
に
あ
っ
て
安
国
を
、
日
本
国
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
れ
た
が
為
に
、
国
家
権
力
や
そ
の
権
力
と
結
託
し
て
い
た
諸
宗
の
高

僧
た
ち
と
対
立
し
、
そ
の
不
正
を
さ
び
し
く
糾
明
し
た
が
為
に
多
く
の
受
難
が
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
に
お
け
る
折
伏
諌
暁
と
い
う
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全
く
他
に
例
を
見
な
い
独
自
の
伝
道
方
法
も
、
法
華
経
の
真
実
義
を
顕
正
し
、
日
本
国
の
真
実
義
を
関
頭
す
る
為
に
必
然
的
な
方
法
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

我
々
は
末
代
愚
鈍
の
凡
夫
身
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
宗
祖
の
尊
い
受
難
の
御
生
涯
に
思
い
を
い
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
内
面
に
辺
土

賎
民
の
自
覚
を
確
立
し
、
現
実
に
伝
道
を
す
る
た
め
の
出
発
を
決
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
、
世
界
の
す
べ
て
の
人
々
の
だ
れ
も
が
平
和
を
強
く
願
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
現
実
は
依
然
と
し
て
平
和
の
実
現
を
阻

ん
で
お
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
大
国
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
る
軍
備
拡
大
競
争
は
や
み
そ
う
に
も
な
く
、
そ
の
果
て
に
待
つ

も
の
は
人
類
の
破
滅
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
も
ま
た
再
び
危
険
な
道
を
進
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
絶

対
に
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

今
、
七
百
遠
忌
を
終
え
た
今
こ
の
時
こ
そ
、
.
「
立
正
安
国
」
の
宗
祖
の
違
令
を
奉
ず
る
門
下
は
、
「
お
の
お
の
わ
が
弟
子
等
励
ま
せ
た
ま
、
え
」
と
い

う
遺
戒
を
肝
に
銘
じ
て
、
諌
暁
に
伝
道
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
の
信
仰
は
、
他
の
宗
教
と
同
じ
く
、
我
と
汝
、

私
一
人
と
仏
と
の
関
係
の
上
に
持
た
れ
る
も
の
で
す
が
、
本
仏
釈
尊
は
毎
日
悲
願
の
大
慈
悲
を
も
っ
て
我
ら
衆
生
を
救
お
う
と
呼
び
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
我
ら
衆
生
は
そ
の
呼
び
か
け
に
答
え
、
本
仏
釈
尊
に
絶
対
信
順
の
帰
依
を
捧
げ
誓
願
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
功
徳
を
い
た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
仏
と
我
ら
衆
生
と
の
間
に
信
心
と
救
済
と
い
う
宗
教
的
体
験
が
生
じ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
宗
教
的
体
験
は
、
単
に
仏
と
衆
生
の
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
次
第
に
拡
大
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
り

ま
し
ょ
、
つ
。

本
仏
釈
尊
と
宗
祖
に
対
す
る
知
恩
の
情
と
報
恩
の
行
と
か
ら
発
現
す
る
所
の
実
践
活
動
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
の
為
に
自
己
の
獲
得
し

た
信
仰
を
宣
べ
伝
、
え
、
新
た
な
信
者
を
作
る
こ
と
が
真
の
伝
道
活
動
で
あ
り
、
日
蓮
教
団
発
展
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
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七
百
遠
忌
を
終
え
て
新
た
な
未
来
に
向
っ
て
、
宗
祖
の
御
意
志
、
「
立
正
安
国
」
の
違
令
を
、
今
、
教
団
は
現
実
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
に
な

っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
蓮
教
団
が
七
百
年
の
そ
の
伝
統
を
保
持
し
、
新
た
な
発
展
を
め
ざ
す
為
に
は
、
教
団
人
各
々
の
主
体

性
に
お
い
て
内
面
的
信
仰
の
充
実
を
は
か
り
、
一
方
で
は
積
極
的
伝
道
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
的
信

仰
の
充
実
と
外
的
伝
道
活
動
の
実
践
は
、
単
に
個
人
の
み
で
な
く
、
実
は
教
団
展
開
の
両
翼
両
輪
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
教
団
発
展
の
原
動

力
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

更
に
、
歴
史
的
に
教
団
形
成
の
過
程
を
か
え
り
み
る
と
き
、
教
団
が
一
つ
の
組
織
体
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
と
き
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
制

度
規
律
が
作
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
教
団
は
信
仰
活
動
伝
道
活
動
に
よ
っ
て
自
己
形
成
し
て
ゆ
〈
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
実
の
歴
史
社
会

に
お
け
る
他
の
組
織
体
と
は
全
く
異
っ
た
特
色
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
作
製
さ
れ
た
制
度
規
律
と
い
う
の
は
、
即

ち
信
仰
の
規
範
と
信
仰
生
活
の
規
律
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
教
理
信
条
を
説
く
教
義
学
と
、
道
徳
規
律
を
説
く
倫
理
学
が
並
行
し
て
存
在
す

る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
教
団
が
立
正
安
国
」
の
使
命
を
達
成
す
る
為
に
、
現
実
社
会
に
有
効
な
教
義
学
と
倫
理
学
を
確
立
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
日
蓮
教
団
に
お
い
て
は
、
従
来
こ
の
倫
理
的
な
面
の
探
求
が
十
分
で
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
反
省
す
べ
き
点
が
あ
り

ま
し
ょ
う
。
と
い
い
ま
し
て
も
教
義
学
の
分
野
が
充
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、
人
材
不
足
と
い
う
点
に
お
い
て
は
他
教
団

に
く
ら
べ
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
人
材
の
養
成
と
い
う
こ
と
が
、
教
団
が
真
剣
か
つ
本
格
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
人
材
養
成
の
叫
び
は
折
に
ふ
れ
叫
ば
れ
て
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
と
い
う
様
子
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
℃
現
宗
研
初
期
の
創
立
時
代
の
『
所
報
』
に
も
繰
り
返
し
そ
の

こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
向
に
宗
門
で
取
り
組
ま
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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人
材
の
養
成
と
は
、
単
に
教
学
の
研
究
者
、
宗
学
者
の
養
成
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
十
月

の
身
延
法
要
に
お
け
る
管
長
誓
上
に
も
、
立
正
・
身
延
に
お
け
る
宗
学
・
仏
教
学
の
興
隆
と
い
う
こ
と
が
宗
祖
の
前
に
お
い
て
誓
お
れ
て
お
り

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
研
究
機
関
の
一
層
の
充
実
が
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
更

に
加
う
る
に
、
本
宗
の
教
師
た
る
も
の
は
、
す
べ
て
教
え
を
宣
べ
伝
え
る
説
法
者
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
各
自
が
布
教
伝
道
に
従
事
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の
よ
う
に
多
様
化
し
複
雑
化
し
た
時
代
に
対
応
で
き
る
本
当
の
意
味
で
の
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
布
教
師
の
養
成
を
は
じ
め
、
マ
ス
コ
ミ
等
各
分
野
に
進
出
し
活
躍
し
う
る
よ
う
な
人
材
を
発
掘
し
養
成
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

伝
道
教
団
を
標
椋
し
、
教
団
の
生
命
は
布
教
に
あ
り
、
と
い
う
こ
と
を
う
た
い
な
が
ら
、
そ
の
布
教
伝
道
の
中
核
と
な
る
べ
き
布
教
セ
ン

タ
ー
、
或
は
伝
道
院
の
よ
う
な
伝
道
組
織
も
な
い
現
状
は
、
誠
に
さ
び
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
貫
し
た
布

教
伝
道
方
針
の
確
立
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
検
討
、
六
ケ
月
(
研
修
所
)
或
は
二
週
間
(
布
教
院
)
と
い
っ
た
期
間
で
十
分
な
の
か
、
と
い
う
ふ
う

な
根
本
的
に
布
教
伝
道
体
制
の
整
備
確
立
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
宗
門
は
大
幅
な
教
育
投
資
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
教
育
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
る
と
い
う
ふ

う
に
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
団
の
興
隆
は
教
学
の
興
隆
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
教
育
投
資
に
本
腰
を
入
れ
て
実
行

し
て
ゆ
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
立
正
安
国
」
、
四
海
帰
妙
の
祖
願
を
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
観
念
的
な
言
辞
で
終
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
教
団
形
成
の
基
本
理
念
、
本
質
的

な
意
義
を
さ
ぐ
り
、
歴
史
的
展
開
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
継
承
す
べ
き
遺
産
が
な
ん
で
あ
る
か
を
確
か
め
、
教
団
の
今
後
あ
る

べ
き
理
想
的
な
体
制
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
宗
教
的
に
政
治
的
に
経
済
的
に
、
各
方
面
に
お
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
、
す
み
や
か
に
打
ち

立
て
ら
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
課
題
は
山
と
積
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
教
学
研
究
に
た
ず
さ
れ
る
も
の
も
、
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宗
政
を
担
当
す
る
人
々
も
、
布
教
伝
道
に
あ
た
る
教
師
も
、
否
、
宗
門
の
僧
俗
各
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お
い
て
真
剣
に
考
え
行
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
今
正
是
時
」
決
断
の
時
が
今
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(
本
稿
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
五
日
、
現
宗
研
主
催
の
公
開
研
究
講
座
に
て
講
演
し
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
一
部
分
は
曾
て
発
表
し
た

も
の
と
重
複
す
る
た
め
、
補
筆
し
て
書
き
改
め
る
予
定
で
い
た
が
、
時
間
の
関
係
で
果
た
し
え
ず
、
草
稿
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
を
お
断
れ

り
し
、
お
詫
び
す
る

-
筆
者
)


