
初
期
キ
リ
ス
ト
教
が
一
枚
岩
的
な
組
織
体
で
は
な
く
、
 多
 様
な
運
動
を
そ
れ
自
体
の
内
に
内
包
す
る
集
合
体
で
あ
 る
こ
と
は
、
今
日
で
 

 
 

も
 何
ら
か
の
宗
教
運
動
が
文
化
背
景
の
異
な
る
諸
地
域
 に
お
い
て
展
開
す
る
に
 

は
 、
運
動
そ
れ
自
体
が
多
様
性
を
許
容
す
る
も
の
と
な
ら
 ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
が
例
外
 と
い
う
訳
に
は
い
か
な
 

い
 。
そ
し
て
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
全
体
か
ら
パ
ウ
ロ
一
人
 に
 目
を
移
し
て
み
て
も
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
来
る
の
は
 や
は
り
多
様
性
で
あ
り
 

矛
盾
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
 従
 来
 は
こ
れ
を
、
表
面
的
に
は
、
あ
る
い
は
個
々
の
点
に
 関
し
て
は
、
矛
盾
が
あ
 

る
よ
う
 に
見
え
る
が
、
根
本
的
に
は
、
あ
る
い
は
全
体
と
 し
て
見
れ
ば
、
矛
盾
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
 、
と
い
う
具
合
に
説
明
 

す
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

確
か
に
、
パ
ウ
ロ
の
全
体
像
を
統
一
的
に
把
握
す
る
と
 い
 分
課
題
そ
れ
自
体
は
、
研
究
者
に
と
っ
て
極
め
て
魅
惑
 的
で
あ
る
の
み
な
ら
 

ず
 、
同
時
に
必
要
な
作
業
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
 例
え
ば
、
「
パ
ウ
ロ
神
学
の
中
心
は
信
仰
義
認
論
で
あ
る
 」
と
い
う
、
彼
の
手
紙
 

か
ら
（
正
当
に
も
）
抽
出
さ
れ
た
一
つ
の
理
解
を
 

、
固
、
、
、
 

、
 

定
 し
た
枠
組
と
し
て
逆
に
彼
の
手
紙
に
嵌
め
込
み
、
こ
の
 解
釈
枠
か
ら
逸
脱
す
る
 

個
々
の
用
語
・
何
等
を
外
に
排
除
し
た
上
で
、
そ
の
 枠
 の
 内
部
で
理
解
さ
れ
た
限
り
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
「
全
体
 像
 」
を
す
ん
な
り
受
 け
 

1 (115) 
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包
 

阿
部
 



詰
 は
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
キ
リ
ス
卜
者
理
解
の
あ
る
 側
 面
を
考
察
す
る
上
で
も
、
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
 と
 思
わ
れ
る
。
 

@
4
-
 

ち
、
 彼
は
通
常
キ
リ
ス
卜
者
の
呼
称
と
し
て
、
「
聖
な
る
 人
 び
と
（
聖
徒
）
」
、
「
召
さ
れ
た
人
び
と
」
等
を
用
い
る
 

が
 、
私
見
に
 ょ
 

「
霊
的
な
人
び
と
 一
も
 キ
リ
ス
卜
者
の
呼
称
と
な
り
得
る
 

と
も
か
く
、
小
論
は
、
こ
の
語
を
め
ぐ
る
問
題
を
整
理
 可

能
性
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

し
な
が
ら
、
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
を
 目
的
と
す
る
 

際
 、
同
時
に
、
ガ
ラ
 テ
ア
 の
信
徒
た
ち
の
前
史
と
、
 こ
 の
手
紙
が
書
か
れ
た
当
時
の
彼
ら
の
状
況
と
の
分
析
が
必
 要
 で
あ
ろ
う
。
 す

な
わ
 

れ
ば
、
 

。
そ
の
 

容
れ
る
姿
勢
が
も
し
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
 対
 し
て
疑
問
が
差
し
挟
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
中
心
 と
 全
体
像
と
は
同
一
で
 

は
な
い
し
、
彼
が
伝
道
し
た
地
域
の
社
会
・
文
化
的
背
 旦
 示
の
相
違
も
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
神
学
の
展
開
に
影
響
を
 与
え
た
競
合
す
る
伝
道
 

者
｜
い
 わ
ゆ
る
反
対
者
１
 0
 宣
教
内
容
，
神
学
の
相
違
 も
 直
ち
に
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

筆
者
は
、
さ
し
あ
た
り
、
パ
ウ
ロ
と
い
う
宗
教
思
想
家
 を
 、
矛
盾
・
多
様
性
を
そ
の
ま
ま
矛
盾
・
多
様
性
と
し
て
 自
ら
の
内
に
抱
え
込
 

ん
で
い
る
人
物
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
の
み
彼
の
「
 全
 体
 」
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
 押
 え
る
と
こ
 
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
も
 

し
、
パ
ゥ
 
p
 に
こ
の
 ょ
う
 な
矛
盾
・
多
様
性
が
あ
る
な
ら
 ば
 、
相
互
の
調
停
を
図
る
前
に
先
ず
あ
り
の
ま
ま
の
姿
 を
見
据
え
る
必
要
が
あ
 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

小
論
は
、
こ
の
よ
う
な
 前
 理
解
の
下
に
 、
 
一
つ
の
 ケ
｜
 ス
 と
し
て
 ガ
ラ
テ
ァ
 
六
・
一
に
現
わ
れ
る
「
霊
的
な
人
び
 と
 」
（
 

c
w
 
 

目
ヒ
 
m
 去
 g
n
 

-
2
-
 

ま
 0
 へ
 ）
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
 。
と
い
う
の
は
、
コ
リ
ン
ト
の
教
会
を
舞
台
に
し
た
い
 わ
か
る
「
霊
的
熱
狂
 主
 

義
 」
お
よ
び
「
霊
的
熱
狂
主
義
者
」
に
つ
い
て
は
、
 

従
 末
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
し
、
わ
が
国
で
も
 既
 に
い
く
つ
か
の
論
文
が
 

 
 

書
か
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
箇
所
の
こ
の
名
詞
彩
 ほ
 つ
い
て
は
、
従
来
、
注
解
書
の
中
で
の
論
述
を
除
け
ば
 、
主
題
的
な
論
及
が
あ
 

ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 少
な
く
と
も
、
最
近
の
研
究
に
関
す
る
限
り
そ
の
よ
う
 に
 舌
口
え
ろ
で
あ
ろ
う
 

が
 、
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
者
が
、
一
様
に
 ，
 

 
 

が
 、
こ
の
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後
半
部
（
 八
 b
 ）
も
 今
 述
べ
た
理
解
に
照
ら
せ
ば
、
 
八
 a
 と
の
内
容
上
の
類
似
が
見
ら
れ
る
が
、
実
際
の
状
況
に
 

対
す
る
評
価
と
し
 
う
 

側
面
が
強
い
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
洗
礼
を
境
に
 

し
て
、
自
由
な
「
 

、
、
、
 

今
 」
と
隷
属
状
態
に
あ
っ
た
「
当
時
」
 

、
 

と
が
対
照
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
こ
こ
に
現
わ
れ
る
 
語
 と
同
根
の
語
が
、
パ
ウ
ロ
に
 
お
い
て
は
 訃
か
ん
 ・
 卵
諦
 と
い
う
社
会
関
係
を
表
わ
す
 
概
 念
 と
し
て
も
用
い
ら
れ
 3 (117) 

こ
こ
で
踏
襲
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 八
 a
 は
 ガ
ラ
 テ
 フ
 の
 信
徒
た
ち
が
異
邦
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
 過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
 

実
質
的
な
内
容
を
こ
の
こ
の
箇
所
か
ら
読
み
取
る
必
要
 は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

知
る
一
こ
と
が
同
時
に
異
教
の
神
々
を
 神
 な
ら
ぬ
も
の
 
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
 う
 し
た
理
解
を
パ
ウ
ロ
が
 

解
の
反
映
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
い
う
の
 

も
 、
そ
こ
で
は
唯
一
神
教
の
モ
チ
ー
 
フ
が
異
教
に
対
抗
し
て
強
調
さ
れ
、
「
神
を
 

 
 

@% 
な光 を際的、 わ のに、 れ三 た、   
いずれガ正、 神 " わ う確、 量八ぅ の " テ 

々 四 れ テ か 清 元 ァ 
ヤ - -   は ァ 知 報 を の 

    
隷 人 知 に 見 と 用 信 信徒 属して 徒は異 を取り ってい おける をそこ それに いる。 たち 。いま 上げ る -5- 福音 から 基づ この 邦人 

し よ そ 宣 導 く 箇 キ の   
た う れ 教 ぎ 彼 所 リ 」   

と そ 故 " が出のに " す 状も ス ト 

刑吏 

規 こ あ 彼 こ 況 老 者 
定 で る 自 と 把 然 で 
さ は 程 身 は 握 問 あ 
れ 彼 度 の 殆 で 題 る 

が、 はある ている 彼 前 らの の推測 病気を んど不 あ・ り、 
。 史 は 契 可 そ 。 ら の前 前半 許さ 機と 台 ノ こ 」 ヒ れは 何故 

部 「 れ し 近 い な 定   は "  当 "  ぅあ べ王 聖ロ る 

単 辞 。 りき 、 か，手め 解のた 
に あ そ も 解 紙 の 
へ た の し 釈 か 資 
レ た 際 れ に ら 料 
-  一 ナ ， Ⅰ 彼 な 過 知 と 

ズ ち が い ぎ ら し 
ム @ ま 

ュ 神 回 復と 。 なれて かる、 

に ず   
  を 第 る が は 

建 二 。 入 力     
る 木 長 仏 徒 手 ぅ 

異 性 し 遭 っ し テ 
邦 土 た 旅 て た ァ 
入 神 こ 付 歴、 限 四 
理 で と の 史、 ら   



る
 例
も
あ
る
（
 一
 コ
リ
ン
ト
セ
・
 
三
 一
、
一
二
・
一
三
、
 
ガ
ラ
テ
ア
 
二
 %
 
一
八
な
ど
）
が
、
こ
こ
で
は
、
よ
り
 
本
 質
的
な
人
間
の
存
在
 様
 

式
 が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
そ
し
 て
 、
こ
の
隷
属
と
い
う
存
在
様
式
が
異
教
と
律
法
と
を
 同
 
一
 地
平
に
立
た
せ
る
の
 

で
あ
る
。
異
教
に
つ
い
て
は
、
既
に
見
た
よ
 う
 に
「
神
を
 知
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
が
与
え
ら
れ
、
律
法
に
つ
い
 て
は
、
「
信
仰
が
来
る
 

前
 」
（
 ガ
ラ
テ
ア
 
三
二
三
つ
と
い
う
規
定
が
与
，
え
ら
 れ
て
い
る
。
 

（
 
7
 ）
 

八
 b
 
の
「
本
性
上
神
で
は
な
い
神
々
」
は
九
節
に
お
い
 て
、
 
「
あ
の
無
力
で
貧
弱
な
諸
 
力
 」
と
等
 潰
 さ
れ
て
い
る
 

。
さ
ら
に
、
後
者
は
 

微
妙
な
ず
れ
を
含
み
つ
つ
も
三
節
の
「
世
界
の
諸
方
」
と
 尊
貴
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
に
共
通
す
 る
の
は
、
人
間
を
隷
属
 

さ
せ
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
 

さ
て
、
先
に
引
用
し
た
八
節
の
「
当
時
」
（
 n
&
n
m
 
 

セ
か
 
て
）
 の
 状
況
描
写
に
続
け
て
、
九
節
で
は
明
瞭
な
対
照
の
下
 に
 
「
 今
 」
（
 、
 0
 で
 め
か
 
）
 

が
 描
き
出
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
し
か
し
、
今
や
神
 を
 知
っ
て
い
る
の
に
、
い
や
む
し
ろ
神
に
知
ら
れ
て
い
 る
の
に
、
あ
な
た
た
ち
 

は
 、
ど
う
し
て
再
び
、
あ
の
無
力
で
貧
弱
な
諸
 力
 
（
 銭
 ふ
 閂
も
の
曲
 
ホ
驚
討
さ
 ㌧
 q
T
Q
w
N
m
 

ぎ
 ）
に
逆
戻
り
し
、
そ
れ
 ら
に
も
 う
 一
度
ま
た
 隷
 

属
し
た
が
る
の
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
に
、
 ガ
ヲ
テ
ア
 
の
信
徒
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
状
況
を
 、
 
ハ
ウ
 ロ
 は
一
種
の
退
行
 

現
象
と
し
て
 抱
 え
て
い
る
。
こ
う
し
た
 押
 え
方
が
で
 き
 る
 背
景
に
は
、
四
・
三
の
次
の
よ
う
な
理
解
が
あ
る
。
 
そ
れ
は
、
「
こ
の
 ょ
ぅ
 

@
a
@
 

に
 、
わ
た
し
た
ち
も
子
供
だ
っ
た
 と
ぎ
 は
、
世
界
の
諸
 力
 
（
も
 q
 。
 ミ
 N
 。
 
ぎ
 
。
 Q
0
 
 

。
 へ
 
q
 モ
 Q
 。
）
の
下
に
隷
属
さ
せ
ら
 れ
て
い
ま
し
た
」
と
い
 

 
 

ぅ
 も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
わ
た
し
た
ち
」
は
 、
ュ
 ダ
ヤ
 人
 、
異
邦
人
の
別
な
く
キ
 リ
ス
 卜
者
全
体
を
指
す
 が
 、
同
時
に
そ
れ
は
、
 

「
（
律
法
と
割
礼
を
守
る
）
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
え
ど
も
、
（
 

異
邦
人
で
あ
る
）
あ
な
た
た
ち
と
も
ど
も
世
界
の
諸
力
 め
 奴
隷
だ
っ
た
の
だ
」
 

と
い
う
 二
ュ
ア
 ン
 ス
 を
、
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
の
中
で
は
 持
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
解
釈
は
 
、
 
「
わ
た
し
た
ち
も
（
ヨ
荘
～
 

 
 

み
下
の
み
）
」
の
「
も
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 
四
 
三
 a
 は
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
 、
そ
れ
が
四
・
三
 b
 と
 

 
 

結
び
つ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
律
法
 の
下
に
あ
る
限
り
異
邦
人
同
然
な
の
だ
、
と
い
う
発
言
に
 な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
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が
 現
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
検
討
し
な
が
ら
論
を
進
め
 る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

そ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
力
あ
る
も
の
に
関
す
る
 研
 

 
 

る
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
 

活
動
し
た
小
ア
ジ
ア
世
界
の
文
化
的
・
社
会
的
・
政
治
 的
 ，
宗
教
的
状
況
の
分
析
で
あ
る
。
方
法
論
的
に
は
、
 B
 
M
.
 

メ
ッ
ツ
 

ガ
 ー
に
 

つ
つ
、
 

-
3
l
 
 

彼
は
、
当
時
（
後
 三
 0
 １
人
 0
 年
 ）
の
 小
 ア
ジ
ア
は
安
定
し
た
平
和
な
時
代
で
あ
り
、
そ
の
点
で
一
 世
紀
の
終
わ
り
以
降
の
 

時
代
と
は
異
な
る
と
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
密
儀
宗
教
や
 占
星
術
が
隆
盛
を
見
る
の
は
主
と
し
て
一
世
紀
の
終
わ
り
 以
降
で
あ
り
、
し
た
が
 

っ
て
、
「
 力
 あ
る
も
の
」
を
悪
霊
等
と
結
び
つ
げ
て
解
釈
 し
う
る
の
は
こ
の
時
代
で
あ
っ
て
、
パ
ウ
ロ
の
時
代
で
 は
な
い
、
と
い
う
の
で
 

@
 
巧
 -
 

あ
る
 0
 

 
 

こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
 、
 彼
は
 、
 ㌫
 
ヨ
 0
 （
 
憶
ぎ
 

ぎ
で
 

o
c
 

に
つ
い
て
も
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
彼
に
 

よ
 れ
 ば
 、
 @
 
ト
イ
ケ
イ
   

こ
れ
に
は
様
々
な
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
便
宜
上
 

一
つ
に
分
け
て
考
え
る
と
、
「
宇
宙
の
諸
方
」
と
解
す
る
 

か
、
 「
こ
の
世
の
初
歩
 

的
 教
え
」
と
解
す
る
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
 -
 
朋
 者
が
一
応
多
数
派
を
占
め
る
。
し
か
し
、
最
近
後
者
を
 

強
力
に
主
張
す
る
研
究
 

る
 。
 

ハ
ウ
 ロ
 は
、
そ
う
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
 法
 と
割
礼
の
支
配
下
に
入
り
つ
つ
あ
る
現
在
の
 ガ
ラ
テ
 ァ
 自
信
徒
に
向
 け
 

て
 、
そ
れ
が
か
つ
て
の
異
教
へ
の
退
行
に
過
ぎ
な
い
こ
と
 を
 気
づ
か
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
 う
 理
解
す
れ
ば
、
彼
が
 四
・
九
 
b
 で
、
「
ど
 
う
し
 

て
 再
び
逆
戻
り
し
…
…
も
 う
 一
度
ま
た
隷
属
し
た
が
る
 の
で
す
か
」
と
い
う
形
で
再
度
奴
隷
状
態
に
立
ち
帰
る
と
 い
う
点
を
強
調
し
て
い
 

る
 理
由
も
一
層
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 九
 b
 で
は
、
「
諸
方
」
に
つ
い
て
「
世
界
の
」
と
い
う
 属
 格
 規
定
が
欠
落
す
る
 代
 

り
に
「
無
力
で
貧
弱
な
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
加
さ
れ
 て
い
る
 0
 こ
の
形
容
は
、
ガ
ラ
 テ
ア
 の
信
徒
を
説
得
す
る
 た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
的
 

 
 

色
彩
が
濃
い
と
思
わ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
本
性
上
神
で
 は
な
い
異
教
の
神
々
と
同
定
さ
れ
て
い
る
「
世
界
の
者
 カ
 」
で
あ
る
。
実
は
 、
 



ア
 」
に
関
し
て
、
「
初
歩
的
な
観
念
 二
 （
臼
の
 
ヨ
 の
 わ
 繕
へ
 せ
円
 繍
朋
 ）
と
「
宇
宙
の
構
成
要
素
。
 
一
 （
の
Ⅰ
の
 

ヨ
臼
疽
 0
 （
 臼
 ハ
 
い
 仁
コ
 
片
ヰ
ハ
イ
弓
の
允
 

い
レ
 と
い
う
 

意
味
は
パ
ウ
ロ
の
時
代
に
既
に
定
着
し
て
い
た
が
、
 星
 辰
 崇
拝
 と
 関
わ
る
「
霊
的
存
在
」
定
田
 q
p
 

（
二
日
 

ロ
 0
 臼
 9
 ）
と
い
う
意
味
は
確
認
 

で
き
な
い
と
い
う
 0
 す
な
ね
 ち
、
彼
は
 、
 
「
ス
ト
 ィ
 ケ
 イ
 ァ
 」
が
天
使
や
星
辰
 界
 の
 諸
 霊
を
含
意
し
 ぅ
る
よ
う
 に
 ム
 
は
る
の
は
、
パ
ウ
ロ
後
 

@
 
Ⅳ
 @
 

の
 展
開
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
「
ス
ト
イ
ケ
イ
ア
」
に
つ
い
て
は
 「
初
歩
的
な
観
念
」
と
「
宇
宙
の
構
成
要
素
」
と
を
可
能
 
性
 と
し
て
認
め
た
 上
 

で
、
 次
 Ⅰ
り
で
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
コ
ス
モ
ス
」
ハ
り
立
目
 

ゅ
 
味
の
吟
味
に
移
る
。
彼
の
主
張
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
 大
抵
の
場
合
パ
ウ
ロ
は
 

 
 

「
コ
ス
モ
ス
」
を
「
人
間
の
世
界
一
の
意
味
で
用
い
る
が
 
、
そ
れ
を
専
ら
悪
し
き
も
の
と
規
定
し
て
い
る
訳
で
は
 な
い
の
で
、
「
ス
ト
イ
 

ケ
イ
ア
」
の
規
定
詞
と
し
て
「
コ
ス
モ
ス
 一
 が
付
加
さ
れ
 た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
悪
し
き
 諸
力
 」
の
意
味
が
含
ま
 れ
る
と
す
る
の
は
単
純
 

に
す
ぎ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

結
局
、
彼
は
問
題
の
句
を
「
こ
の
世
（
Ⅱ
人
間
の
世
界
）
 の
 初
歩
的
な
観
念
（
教
え
）
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
 
結
 論
は
、
 
「
コ
ス
モ
ス
」
 

を
 
「
人
間
の
世
界
」
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
い
わ
 
ば
 出
る
べ
く
し
て
出
た
当
然
の
解
釈
 と
 言
 う
 こ
と
が
で
 き
ょ
 ぅ
 。
 

し
か
し
、
 

W
.
 

ヵ
 ー
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ウ
ロ
 に
お
け
る
「
コ
ス
モ
ス
」
が
す
べ
て
「
こ
の
世
（
Ⅱ
 人
 間
の
世
界
）
」
を
 
意
 

抹
 す
る
訳
で
は
な
い
。
例
を
上
げ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

p
 ー
マ
一
・
二
 0
.
.
.
 

…
「
世
界
創
造
以
来
」
（
 

ぬ
 「
 ヮ
 ：
 ぎ
 "
 房
乱
 q
 モ
こ
 。
こ
の
場
合
の
「
コ
ス
モ
ス
」
は
金
扱
 造
 物
を
包
含
す
る
金
性
 

界
 、
つ
ま
り
「
宇
宙
」
の
意
味
に
お
け
る
世
界
で
あ
る
。
 し
た
が
っ
て
、
星
辰
を
も
含
む
概
念
と
し
て
理
解
す
る
 こ
と
も
可
能
だ
と
思
わ
 

れ
る
。
 

一
 コ
リ
ン
ト
四
・
九
 
b
 …
…
「
こ
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
 は
 、
世
界
、
つ
ま
り
天
使
と
人
間
の
（
 悪
 ま
 q
 て
せ
 麸
 ～
 ふ
 Ⅱ
 パ
ひ
 
ん
 0
 へ
り
 ホ
寝
 
㌧
 

き
ら
で
も
 

1
q
o
 

（
の
）
晒
し
物
に
な
っ
た
の
で
す
。
」
こ
の
よ
う
 

に
 、
世
界
は
そ
の
中
に
天
使
と
人
間
と
を
含
ん
で
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
コ
ス
 

@
 
て
ス
 」
概
念
を
「
人
間
の
世
界
」
に
限
定
す
る
の
ほ
行
き
 

過
ぎ
と
言
 う
 べ
 き
 で
 

あ
ろ
う
，
私
見
に
よ
れ
ば
、
彼
の
「
コ
ス
モ
ス
」
概
念
 

を
 理
解
す
る
に
は
む
し
ろ
ロ
ー
マ
ハ
・
三
八
 

｜
 三
九
に
 示
 さ
れ
て
い
る
内
容
が
参
 

照
 さ
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
 

-
 
」
 
ぅ
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

「
わ
た
し
た
ち
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
死
も
生
命
も
 

、
天
 使
も
支
配
す
る
も
の
も
、
今
あ
る
も
の
も
、
後
に
来
る
 

も
の
も
、
力
あ
る
も
 

Ⅱ
の
も
、
高
い
所
に
あ
る
も
の
も
、
深
い
所
に
あ
る
 
も
の
も
、
他
の
ど
ん
な
被
造
物
も
、
わ
た
し
た
ち
の
壬
キ
 

リ
ス
ト
・
イ
ェ
ス
に
お
け
る
 

が
 
神
の
愛
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
を
引
き
離
す
こ
と
は
 

ひ
を
持
っ
も
の
と
し
て
「
神
々
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
 

で
き
な
い
の
で
す
 
0
1
 

一
 

の
で
あ
る
。
唯
一
の
神
を
知
ら
な
い
異
邦
人
に
と
っ
て
 

、
 自
己
の
安
全
を
確
保
す
る
た
 

 
 

一
口
の
中
で
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
一
切
の
も
の
を
 

包
 合
 す
る
概
念
と
し
て
 
把
 え
ら
 

 
 

畳
 皿
 

 
 

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
 

人
間
の
世
界
」
と
し
て
の
こ
の
世
だ
け
が
否
定
さ
れ
る
の
 

で
は
な
く
、
被
造
物
で
 

 
 

が
あ
る
限
り
に
お
け
る
世
界
が
、
し
か
も
神
と
対
立
 

す
る
限
り
に
お
け
る
そ
の
世
界
が
、
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

け
 

 
 

 
 

 
 

へ
 

 
 

万
 
め
に
は
、
こ
の
「
神
々
」
に
隷
属
す
る
以
外
に
道
 

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

わ
れ
わ
れ
が
「
世
界
の
諸
方
」
と
解
す
る
の
は
、
宇
宙
 

、
、
 、
 

%
 
冊
と
 
言
え
る
ほ
ど
の
展
開
を
そ
こ
に
見
出
さ
な
い
か
ら
で
 

七
の
り
、
「
コ
ス
モ
ス
」
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一
コ
り
ソ
 ト
ハ
・
 四
 b
 …
…
「
世
界
に
は
ど
ん
な
偶
像
も
 、
ま
た
、
唯
一
の
神
以
外
の
ど
ん
な
神
も
存
在
し
な
い
 と
い
う
こ
と
を
、
 
わ
 

た
し
た
ち
は
 
知
二
 @
 い
ま
す
。
。
 
一
 こ
の
場
合
の
「
世
界
一
 
は
 、
こ
の
箇
所
の
直
後
の
 ハ
 ・
 五
 a
 
「
た
と
え
、
天
上
 に
せ
よ
、
地
上
に
せ
よ
、
 

神
々
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
」
か
ら
 判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
世
界
は
 
、
 天
と
 地
 と
を
含
む
概
念
と
し
て
 

 
 

用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
 



り
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
が
最
終
的
に
完
成
す
る
と
 説
 い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
主
張
に
よ
れ
 ば
 、
こ
の
完
成
 が
 賛
す
 

 
 

ラ
ハ
ム
の
子
」
（
四
・
七
）
 

す
 な
た
ち
、
約
束
の
受
領
 者
の
身
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
異
邦
人
の
信
徒
は
、
洗
礼
 を
 通
し
 

だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
割
礼
を
受
領
し
て
 改
宗
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
に
至
る
と
い
う
訳
で
 あ
る
。
 

な
く
と
も
割
礼
（
と
律
法
）
に
関
す
る
限
り
、
あ
る
 種
 度
 厳
格
な
ユ
ダ
ヤ
主
義
路
線
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
 5
 。
 

 
 

パ
ウ
ロ
側
の
判
断
に
 ょ
 れ
ば
、
彼
ら
の
活
動
は
「
扇
動
」
 

に
 他
な
ら
な
い
し
（
五
・
一
一
 
コ
 ・
彼
ら
が
宣
伝
し
た
「
 
福
音
 

福
音
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
一
・
六
）
。
と
は
い
え
、
 

彼
 ら
の
説
得
工
作
が
か
な
り
功
を
奏
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
 
カ
ラ
 

紙
 全
体
の
調
子
か
ら
判
断
し
て
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

も
の
は
「
 ァ
ブ
 

て
 霊
を
受
け
た
 

こ
こ
に
は
、
分
 

一
 は
 
「
ほ
か
の
 

テ
 7
 人
へ
の
手
 

ゥ し の を 
ロ ょ で 舞 パ 次   夫 p 、 

ラ 星 あ っ 台ウ に p Ⅴ こ、 テ 辰 

る い た し に 信     ア 界 
  の を 徒 説明うん た よう て、 よっ 信 も 

句 で   に 回 て ち 
で す 居 様 ガ の   

ち 々 ま あろ かわに 」 れ福テ ぅ 状況 

ぅ と る 昔 ァ を   
に 簡 宣教 が 草 信徒 す 。 稿   

め そ に者 競合 たち なわ を行 昔 が ぐ れ 
者 に ち た 宣 察 

、 う べ し 
る を 

に 向 問 否 
由 か ガ 。 伝 て 題 定 
来 っ う そ え お に 的 
す て テ の ら き 関 に 

し 把 
て え 
は て     似 る 

否 投 で 合 タ     上 こ 

定 げ パ す ャ の と 

し っ ウ る 主 よ が i 

ぎ げ 口 伝 義 う 巨月 

に 瞭 
理 だ   解 か 
す ら 

彼 勿 に 張 着 る で 

こ あ     と る 卸 

ウ が @  。 - 

要こて 求の始 「 肉ロ で、 

ぎ 
は場 " 合 めにに たよ よ る 
割 の の る づ で ・ 

に 完 て あ 
乱交 「内 成基 ろ 
領 に 今 」 礎 珪ソ 

と よ 肉 を づ 
律 っ に 十 げ 
法 て よ 心 ら 
遵 」 っ と れ 

あ   成 も 会 
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と
し
て
い
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
驚
き
入
っ
て
い
ま
す
。
 

一
 

こ
の
よ
う
に
、
自
由
の
福
音
か
ら
「
ほ
か
の
福
音
」
へ
の
 

移
行
の
驚
く
ば
か
り
の
速
さ
が
、
こ
の
手
紙
の
執
筆
 

動
 機
 の
一
つ
で
あ
る
。
 

異
邦
人
で
あ
る
 ガ
ラ
テ
ア
 の
信
徒
た
ち
に
と
っ
て
 
、
こ
 の
 自
由
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
あ
の
「
世
界
の
諸
 

力
 」
と
し
 て
の
 ・
「
本
性
上
神
で
は
 

u
 
 な
い
神
々
」
か
ら
の
自
由
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
 
ゥ
ロ
 に
し
て
み
れ
ば
、
霊
に
お
け
る
自
由
の
先
に
肉
 

に
よ
 る
完
成
な
ど
な
い
の
で
 

邸
 
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
事
態
を
引
 

き
 起
こ
す
原
因
の
一
端
は
、
あ
る
い
は
パ
ウ
ロ
自
身
の
宣
教
 

方
針
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
 

 
 

な
 

 
 

に
 生
じ
て
い
る
律
法
と
割
礼
へ
の
隷
属
と
い
う
状
況
を
 

、
 

 
 

 
 

 
 

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
」
と
い
う
 

主
 張
 に
対
し
て
は
、
「
 
ァ
 ブ
ラ
 

鮭
 と
認
め
ら
れ
た
・
 

，
 
ハ
ム
は
神
を
信
じ
、
そ
の
結
果
 

義
 

」
（
三
・
六
）
と
論
拠
を
提
示
し
て
、
信
仰
に
基
づ
く
者
 

こ
そ
ア
フ
ラ
ハ
ム
の
子
で
あ
 

ゆ
り
、
信
仰
の
人
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
共
に
祝
福
さ
れ
る
 
と
 主
張
す
る
。
 

 
 

っ
て
新
し
い
視
点
を
与
え
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
信
徒
た
 
ち
に
は
見
え
て
い
た
 
い
 対
立
 

万
 
関
係
を
顕
に
す
る
視
点
で
あ
る
。
四
・
一
二
 

｜
 一
四
 か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
ガ
ラ
 
テ
ア
 の
信
徒
た
ち
は
、
 
当
 時
か
ら
い
わ
ば
心
優
し
い
 
人
 

 
 

び
 と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
手
が
パ
ウ
ロ
だ
か
ら
と
い
 

う
 訳
で
は
な
い
。
信
徒
と
な
っ
た
彼
ら
は
、
競
合
す
る
 

伝
 道
者
を
も
同
様
に
快
く
 

ガ
ラ
テ
ア
 の
教
会
が
パ
ウ
ロ
の
第
二
伝
道
旅
行
の
際
に
彼
 自
身
に
よ
っ
て
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
 が
 、
そ
の
時
の
福
音
 

は
 十
字
架
に
つ
げ
ら
れ
た
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
 。
そ
の
説
教
に
よ
っ
て
信
徒
と
な
っ
た
人
び
と
が
、
 律
 法
か
ら
自
由
な
福
音
を
 

既
に
そ
こ
に
見
出
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
直
ち
に
明
ら
 か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
パ
ウ
ロ
自
身
に
と
っ
て
は
 、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
 

と
 律
法
か
ら
自
由
な
福
音
と
が
相
即
不
離
な
関
係
に
あ
 る
こ
と
は
、
ガ
ラ
 テ
 ア
一
六
の
次
の
発
言
 ロ
 か
ら
も
十
分
 窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
あ
な
た
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
召
し
て
下
さ
っ
た
 方
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
が
こ
ん
な
に
も
早
く
、
ほ
か
の
 福
音
に
移
っ
て
行
こ
う
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の で   こ む Ⅰ           が、 四 
な め そ ゥ 執 
さ 句の 口 筆 霊 

あ 「 

な人 

名 「     
  

の ク が 

部 ク   
公 害 先 

て い 「 る 
  

る を し 
。 駆 た 

使 対 
し 立 
て 関 
行 儀 
ほ の   

  
つ 神 
て 学 

の判こは ク断こ "   い 的 

危 め る も 

機 道 の 速 
な と だ や 
慰 解 と か 
じ し 主 に 

取 た 張 浸 
り で   し ぅ秀 

、 あ た し 
震 ろ と よ 

と う す ぅ 

の 律 という 肉と し、 れば、 
射 法 そ も 

ので 創立、 と % 」こ @ 
律 礼 生 る 
法 な じ る 
と も る 。 

しか 福音 福音 であ 

  
と の一助、 のはは 
対 側 に " 
立 面 明 ウ 

を と 白 日 批判 論証 見 放 であ 

す し ろ も 

る た ぅ せ 

ので。 であ 信、 ず 

あ ろ 徒 役 
ろ う た の 
    ち 路 

パ は 線 ウ   
口 蓋 沿 
は か っ 

  も て 
こ 肉 そ 
の へ の 
状 の 福 
況 移 昔 
は 行 を 
福 を 完 
立 一 --   

 
 

受
け
入
れ
た
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
伝
道
者
が
推
薦
枕
 を
 携
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
 ょ
 
っ
て
彼
氏
 ノ
の
 「
 福
 土
日
」
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ガラ テア人 への手紙における   霊的な人びと」 

宛
先
と
さ
れ
て
い
る
 ガ
ラ
テ
ァ
 
の
諸
教
会
（
の
信
徒
 金
 体
 ）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
「
霊
的
な
人
び
と
 」
と
い
う
語
と
特
定
の
 

 
 

グ
ル
ー
プ
と
の
結
び
つ
ぎ
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
る
で
 あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
霊
的
な
人
び
と
」
は
、
教
会
内
の
 特
定
の
グ
ル
ー
プ
で
は
 

な
く
、
ガ
ラ
 
テ
ア
 の
信
徒
全
体
を
指
す
概
念
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
に
、
こ
の
語
が
信
徒
た
ち
の
自
称
 か
 否
か
と
い
う
 問
題
が
あ
る
。
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
ょ
う
。
 

自
称
説
の
根
拠
は
、
 
三
 
・
ニ
 ー
五
 、
四
・
六
、
で
あ
る
。
 

三
・
三
は
既
に
引
用
し
た
の
で
省
く
こ
と
と
し
、
し
か
 も
三
 
・
 ニ
と
 三
・
五
 

は
 内
容
上
重
複
す
る
部
分
が
極
め
て
多
い
の
で
、
さ
し
 め
 た
り
、
中
心
的
な
内
容
を
示
す
三
・
二
 b
 を
見
れ
ば
 
ょ
 い
 。
そ
こ
で
は
、
「
 あ
 

な
た
た
ち
は
、
律
法
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
霊
を
受
け
た
の
か
 、
そ
れ
と
も
信
仰
の
説
教
に
よ
っ
て
 か
 」
と
述
べ
ら
れ
 て
い
る
。
自
称
説
は
 、
 

こ
こ
か
ら
、
信
徒
た
ち
が
洗
礼
を
通
し
て
霊
を
授
げ
ら
れ
 、
そ
の
時
以
来
「
霊
的
な
人
（
 び
と
 ）
」
と
称
し
て
い
 
る
 、
と
い
う
理
解
を
得
 

る
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
こ
の
解
釈
が
か
な
り
有
力
 に
な
り
っ
つ
あ
る
 ょ
 5
 に
思
わ
れ
る
。
一
九
七
 0
 年
以
降
 に
 著
さ
れ
た
注
解
 書
等
 

 
 

は
 、
ほ
ぼ
一
致
し
て
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
 あ
る
。
 

 
 

さ
て
、
こ
の
説
を
受
け
入
れ
る
 場
ム
ロ
 
に
は
、
信
徒
た
ち
 は
 自
己
の
前
史
を
「
肉
的
な
人
」
と
し
て
 担
 え
返
し
て
い
 
ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
 

こ
と
に
な
ろ
う
。
パ
ウ
 p
 が
こ
の
手
紙
に
お
い
て
、
 
肉
 

律
法
・
割
礼
の
問
題
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
論
じ
た
け
れ
 に
な
ら
な
か
っ
た
の
 

は
 、
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
競
合
者
の
活
動
に
よ
っ
て
福
音
の
 危
機
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
手
 紙
は
危
機
以
降
の
 、
危
 

機
 へ
向
け
て
の
手
紙
で
あ
る
。
二
章
で
論
じ
た
こ
と
か
 ら
 推
論
す
る
限
り
、
信
徒
た
ち
は
「
本
性
上
神
で
は
な
い
 神
々
」
か
ら
解
放
さ
れ
 

た
の
で
あ
っ
て
、
「
 肉
 」
か
ら
で
は
な
い
。
「
 肉
 」
と
 規
 産
 し
た
の
は
パ
ウ
ロ
自
身
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
か
つ
 て
 彼
ら
の
「
神
々
」
で
 

あ
っ
た
「
世
界
の
諸
方
」
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
歳
時
 暦
 と
を
 同
等
に
扱
っ
た
（
 ガ
ラ
 テ
 フ
 四
・
九
 ｜
一
 0
 ）
の
も
、
 

ウ
ロ
 で
あ
っ
て
彼
ら
で
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み
な
さ
ん
」
（
 悪
 む
 E
 
ゎ
モ
 
0
-
 
）
と
い
う
呼
格
 形
が
、
 
他
の
六
 箇
所
の
用
例
と
同
様
に
こ
こ
で
も
、
序
文
に
お
い
て
（
 
一
・
一
こ
こ
の
手
紙
の
 

ル
ー
プ
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
 見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
の
箇
所
で
用
い
 ら
れ
て
い
る
「
兄
弟
の
 



ら
れ
た
と
理
解
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
 

壷
 
並
 
的
な
人
び
と
」
と
い
う
呼
称
が
自
称
と
し
て
確
立
さ
れ
 

た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
 

は
な
い
。
も
し
、
第
二
伝
道
旅
行
の
際
す
で
に
、
ユ
ダ
ヤ
 教
の
律
法
と
割
礼
は
異
教
と
同
様
に
「
 肉
 1
 
一
 と
し
て
の
 性
格
を
持
っ
、
と
彼
が
 

説
教
を
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
競
合
者
の
扇
動
も
徒
労
 に
 終
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
可
能
性
と
し
て
は
、
パ
ウ
 ロ
ぶ
 
Ⅲ
 ガ
ラ
テ
ァ
 の
 A
 人
 び
 

と
の
「
神
々
」
に
つ
い
て
、
「
本
性
上
神
で
は
な
い
」
と
 し
て
そ
の
神
性
を
否
定
す
る
と
同
時
に
 、
 彼
ら
の
生
き
 方
 ・
存
在
様
式
そ
の
も
 

の
も
 史
か
 
「
 
肉
 」
的
な
の
だ
、
と
説
得
し
た
と
考
え
ら
れ
 

 
 

ち
の
前
史
を
「
 肉
 」
的
 

 
 

と
担
 え
返
す
こ
と
に
な
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
、
自
称
説
を
全
面
的
に
拒
否
す
る
 り
 も
り
 ほ
 な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
霊
的
な
人
び
と
」
と
い
う
呼
称
 が
 彼
ら
の
自
称
と
し
 

て
 確
立
す
る
に
際
し
て
、
彼
ら
の
前
史
と
の
何
ら
か
の
 連
 続
 性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
 に
 過
ぎ
な
い
。
先
に
 、
 

二
章
に
お
い
て
前
史
を
扱
う
に
当
た
っ
て
 、
 敢
え
て
 指
 摘
 せ
ず
に
通
り
過
ぎ
た
の
で
あ
る
が
、
「
ス
ト
イ
ケ
イ
ア
 」
の
解
釈
に
は
今
一
つ
 

の
 側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
語
を
「
 霊
 」
と
し
て
 把
 え
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
ガ
ラ
 テ
ア
 四
・
一
二
の
伍
 

叩
は
 「
ウ
丁
 

宙
 

の
諸
巾
 
一
正
」
な
い
し
「
宇
宙
の
構
成
要
素
で
あ
る
 

諸
 幸
一
正
」
と
 

し
う
 

、
、
 
ヱ
目
 

ゅ
 
味
に
二
片
 

卜
プ
ハ
 

O
@
l
@
 
 

Ⅵ
 勿
 基
調
、
 
n
 
や
 q
@
n
o
 

へ
 
お
の
 
ぎ
 Ⅱ
Ⅱ
 
n
 
や
目
で
の
 

に
て
 
O
c
T
 

（
（
み
と
な
る
訳
は
な
 

い
 。
し
か
し
な
が
ら
、
星
辰
 界
 と
の
関
連
と
同
様
に
 、
も
 し
 「
ス
ト
イ
ケ
イ
ア
」
に
霊
的
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
 で
き
る
と
す
れ
ば
、
 そ
 

 
 

の
よ
う
な
霊
的
性
格
を
帯
び
た
「
神
々
」
を
崇
拝
し
自
己
 の
 安
全
を
確
保
し
て
い
た
人
び
と
も
、
何
ら
か
の
霊
的
 性
格
を
持
っ
て
い
た
と
 

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
こ
の
解
釈
が
可
能
だ
と
 し
て
も
、
「
霊
的
な
人
び
と
」
と
い
う
語
が
、
そ
の
ま
ま
 の
形
で
、
ガ
ラ
テ
 フ
 の
 

-
 
㌍
 @
 

人
 び
と
の
前
史
に
お
け
る
自
称
で
も
あ
っ
た
と
推
論
し
 て
し
ま
う
の
は
強
引
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
 、
 彼
ら
の
前
史
に
も
 何
 

ら
か
の
霊
的
性
格
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
方
が
 、
 後
に
 ガ
 ラ
テ
ァ
 の
信
徒
た
ち
だ
け
に
「
霊
的
な
人
び
と
」
と
い
 ぅ
 自
称
が
確
立
し
た
こ
 

と
を
理
解
し
易
く
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

す
な
ね
 ち
、
彼
ら
信
徒
た
ち
は
、
洗
礼
を
媒
介
に
し
て
、
 自
ら
の
「
霊
的
性
格
二
が
い
わ
ば
「
本
性
上
の
霊
的
性
 格
 一
に
取
っ
て
替
わ
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カラテア 人への手紙にお け る 「霊的な人びと」 

六 し るえ 、 一 父 
  箇 つ   
下 る キ 

はるり " ス 

こと の言者 ト 
部 う の 
貧 i 佳 

受 が 様 

け で 式 

た 奔 ぎを る 、 肉 と 言で であ 

あ ろ 対 
る う 立 し 
し 文 - @ 
か Ⅰ も 

も、 
の 

  と 

  し 

  て、 

もよ 「 
垂 

「   
柔 ケ @ ヒ 

和 よ 

な   
l t 二 @ @ 
で、 

正 
て導 

か 
し れ 
な て 

さ 
一 

り吋 

」 
生 
ぎ 

と る 

  存 
ハ ツ ノ A 在 
  と 

令 し 
の て 

規定 柔 「 
和 」 

し 

て 
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つ
け
た
 
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
・
一
三
以
 

下
の
部
分
は
、
勧
告
を
 

ふ
ノ
 
。
 

 
 

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
若
干
の
修
正
を
提
案
し
っ
 

っ
、
自
 
称
説
を
ひ
と
ま
ず
受
け
入
れ
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

し
 か
し
二
者
択
一
が
あ
 

ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
六
・
一
全
体
あ
る
い
は
前
後
の
文
脈
と
の
 

関
連
の
中
で
、
こ
の
「
霊
的
な
人
び
と
 

ニ
 は
い
か
な
る
 
意
 味
を
付
与
さ
れ
て
 
ぃ
 

る
で
あ
ろ
う
か
。
 

ハ
ウ
 ロ
 は
 五
 ，
 一
 三
以
下
で
、
肉
と
 

霊
 と
の
対
立
を
塑
 
下
 し
、
同
時
に
「
肉
の
わ
ざ
」
と
し
て
悪
徳
の
目
録
（
 

姦
淫
、
不
潔
、
 
み
だ
 

 
 

 
 

 
 

の
こ
と
）
を
、
ま
た
、
「
霊
の
実
Ⅰ
と
し
て
徳
の
目
録
 

（
 
愛
 、
喜
び
、
平
安
、
寛
容
、
思
い
や
り
、
善
意
、
誠
実
 

、
柔
和
、
自
制
）
を
 

、
 

に
 一
日
一
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
一
六
節
（
「
 

要
す
る
に
、
霊
に
導
か
れ
て
歩
み
な
さ
い
。
そ
 

う
 す
れ
 ば
 肉
の
欲
を
満
た
す
こ
 

と
は
な
い
で
し
ょ
う
」
）
、
一
八
節
（
「
し
か
し
、
あ
な
た
 

た
ち
は
霊
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
な
ら
、
律
法
の
下
 

に
は
い
な
い
の
で
す
」
）
 

、
 

二
五
節
 宅
 わ
た
し
た
ち
は
、
霊
に
導
か
れ
て
生
き
て
 

ぃ
 る
な
ら
、
同
じ
く
霊
に
導
か
れ
る
通
り
歩
み
ま
し
ょ
う
・
 

一
）
が
そ
う
で
あ
る
。
 

 
 

こ
こ
で
三
口
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
 

る
も
の
の
、
実
際
の
日
常
生
活
の
具
体
的
な
場
面
で
 

霊
 の
導
 ぎ
に
従
っ
て
 
生
 

き
 よ
、
と
い
う
勧
告
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
 

勧
生
 
口
 
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
根
拠
は
二
四
節
に
示
さ
れ
て
 

い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 キ
 



以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ガ
ラ
 テ
ァ
 六
・
一
に
現
わ
れ
る
 「
霊
的
な
人
び
と
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
ガ
ラ
 テ
ア
 の
 信
徒
の
前
史
お
よ
び
 

彼
ら
の
状
況
に
関
す
る
分
析
を
手
掛
か
り
に
し
っ
 っ
考
 察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
を
改
め
て
仮
説
 的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
 

「
霊
的
な
人
び
と
」
と
い
う
語
は
信
徒
た
ち
の
自
称
で
あ
 る
が
、
そ
こ
に
は
前
史
と
の
何
ら
か
の
連
続
性
が
推
測
 さ
れ
る
。
そ
し
て
 パ
ゥ
 

口
は
、
霊
と
 肉
と
の
対
立
関
係
に
基
づ
く
自
ら
の
キ
リ
ス
 卜
者
理
解
と
対
応
す
る
性
格
を
そ
の
語
に
見
出
し
、
 キ
 リ
ス
卜
者
と
い
う
意
味
 

を
 託
し
て
そ
の
語
を
用
い
た
。
 

最
後
に
、
こ
の
語
の
字
と
問
題
性
を
若
干
指
摘
す
る
こ
 と
を
以
て
小
論
を
閉
じ
た
い
と
思
 う
 。
 

先
ず
、
こ
の
語
は
、
キ
リ
ス
卜
者
の
自
己
理
解
と
し
て
 
は
か
な
り
の
包
括
性
を
持
っ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 し
 か
し
、
同
時
に
そ
れ
 

は
、
 常
に
対
立
概
念
で
あ
る
「
 肉
 」
を
必
要
と
す
る
 限
 り
で
、
「
召
さ
れ
た
人
び
と
 円
 「
聖
な
る
人
び
と
」
 等
ょ
 り
も
限
定
さ
れ
た
使
用
 

五
 

お
わ
り
に
 

に
よ
っ
て
、
五
・
二
二
の
「
霊
の
実
」
と
直
結
す
る
。
 そ
 し
て
、
五
・
二
四
で
キ
リ
ス
卜
者
に
つ
い
て
い
わ
ば
 客
 観
 的
に
言
及
し
、
そ
れ
 
4
 

 
 

に
 続
い
て
二
五
節
に
お
い
て
「
わ
た
し
た
ち
」
と
い
う
 形
 で
、
。
ハ
ウ
 ロ
 は
 ガ
ラ
 テ
 フ
 の
信
徒
を
も
巻
き
込
み
た
が
 ら
、
 霊
に
導
か
れ
て
歩
め
 

 
 
 
 

む
こ
と
を
勧
告
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
六
節
を
 挟
ん
で
、
六
・
一
の
「
あ
な
た
た
ち
霊
的
な
人
び
と
は
 

」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
 

の
 箇
所
へ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
パ
ウ
ロ
は
、
五
・
一
三
以
下
 で
 論
証
し
た
キ
リ
ス
卜
者
の
「
霊
に
導
か
れ
て
」
生
き
る
 存
在
様
式
を
、
ガ
ラ
 

-
 
褥
 -
 

テ
ァ
 の
信
徒
た
ち
が
自
称
と
し
て
い
た
「
霊
的
な
人
び
と
 」
と
い
う
語
に
託
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
 っ
て
、
こ
の
語
は
単
に
 

 
 

キ
リ
ス
卜
者
の
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
 「
円
熟
し
た
キ
リ
ス
卜
者
」
と
理
解
す
る
必
要
は
な
い
で
 あ
ろ
う
。
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    ま @ , 
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七 %  う 
明 テ 

円 ア 

  仮 親 ゑ ゑ 

「 に り つ め 五 さ   
  

者
の
自
称
と
し
て
は
、
後
退
し
て
行
か
ざ
る
を
え
な
か
 っ
 た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

範
囲
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
 獲
得
さ
れ
た
性
質
と
解
さ
れ
 ぅ
る
 概
念
で
・
あ
る
の
で
、
 
神
 あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
 

と
の
関
係
が
不
明
瞭
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 ま
 た
 、
こ
の
語
は
、
従
来
グ
ノ
ー
シ
主
義
と
呼
ば
れ
て
き
 た
 思
想
を
担
っ
て
い
た
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
理
由
の
故
に
 、
 こ
の
語
は
、
キ
リ
ス
ト
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一
フ
（
 綴 ）
 

 
 

 
 

 
  

 
  の手紙におけ 

（ 
32 ） 

る 「霊的な人び 

（ 

3I ） 
（
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

（
 
7
 
勺
 ）
 

（
 
只
 u
 
）
 

（
ハ
 
ロ
 ）
 

 
 

る
 ，
自
称
説
を
と
ら
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
 明
 、
前
掲
 書
 、
五
五
五
ぺ
ー
ジ
、
注
 3
 を
見
よ
。
 

こ
こ
で
は
、
 
一
 コ
リ
ン
ト
ニ
・
一
四
、
三
・
三
１
匹
と
の
類
比
 に
お
い
て
 埋
解
 で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
世
 
的
な
生
を
営
む
 

「
自
然
的
な
人
間
」
（
 
ち
 。
 
7
@
K
 

旺
の
ぬ
て
ら
 

ゃ
 l
e
@
n
o
 

の
）
が
「
肉
的
」
（
 
令
 a
p
K
@
 

（
 宵
 ）
 と
見
敵
 さ
れ
て
い
る
。
 

目
 ・
ロ
ロ
 
Q
 コ
コ
 
（
 
オ
の
 
r
.
 
め
 ～
・
 
セ
 い
ま
～
・
 

め
 Q
 寸
寸
も
さ
 

ぬ
ぉ
 
～
 
の
さ
ぉ
隠
 ～
 
む
ふ
 「
 ㏄
 a
 も
下
心
Ⅰ
も
ま
さ
 

Q
.
 

ト
リ
 ト
 
ま
田
セ
ミ
 ト
 ㌧
つ
 
い
 Ⅰ
 ぢ
寸
ヰ
や
 Q
 ミ
隠
 Ⅰ
 い
 
き
㌻
 臣
 
め
へ
 
ハ
ヰ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
@
 
Ⅰ
 お
 

づ
 心
軽
 
も
キ
ヘ
さ
鎔
い
 

（
 之
 0
 ぺ
円
 e
 の
（
・
の
 

け
つ
 
b
.
 せ
 0
-
.
 
㏄
の
・
Ⅰ
色
色
の
 

コ
 @
 巴
 
ケ
ロ
 二
年
・
 ト
の
 
Ⅱ
㏄
）
。
 
つ
つ
ト
 円
ド
 
l
,
 
ト
 Ⅱ
㏄
一
ロ
・
 
捷
 注
 い
オ
タ
 ，
 円
甘
の
 Ⅰ
 り
 毛
ぃ
 コ
口
 円
甘
乙
 

目
 
@
0
 
Ⅰ
）
Ⅰ
 
り
り
ぃ
 
0
 Ⅱ
 
隼
 -
 
口
碑
 庁
 
0
 弔
い
由
ゲ
の
 
o
 ヨ
 e
 （
 
け
 0
 岸
 ㏄
 す
 任
の
 ハ
 。
下
ぃ
 
0
 
「
 コ
ぎ
 ㎎
の
 ニ
 ・
キ
ト
ー
 1
 ）
・
 舌
 ま
ま
 斗
 
0
 
㌔
め
ぎ
 -
 
～
ハ
 
ロ
 -
 色
音
 案
 已
ま
 Ⅰ
 
ぬ
 -
 Ⅱ
 0
 。
 ト
 0
%
-
.
 

毛
 ・
 2
5
0
1
 い
ぶ
 ・
さ
ら
に
、
 
ま
 ・
り
め
の
 鯨
 ・
 "
0
%
 降
 ・
 づ
 「
の
 
@
 
甘
の
 
ざ
目
 コ
リ
の
の
の
の
 

鯨
 ・
り
目
い
 0
 （
の
り
 

ゴ
ぃ
 
曲
ら
 0
 の
㌧
が
 仁
 -
E
 
の
ド
ち
 缶
げ
 の
の
 
ヨ
 0
-
 
づ
年
。
 
づ
 

ぎ
の
ド
団
ヱ
の
コ
，
 
，
 N
 驚
 ～
 
お
苗
 ふ
さ
Ⅰ
 簿
 「
 づ
キ
 
e
o
 
ぎ
吋
ぎ
 安
さ
 
浅
 き
 さ
臣
 

 
 

を
 否
定
す
・
 
-
6
 
説
 

も
な
い
よ
り
げ
で
は
な
い
。
 Q
 

し
の
 
コ
ヨ
 ㏄
Ⅰ
，
 
q
T
o
@
 

Ⅹ
 ぎ
 ・
 ヵ
ハ
 
）
 

つ
し
 ㌧
 目
づ
 
・
 ぺ
 0
 ㌃
 メ
づ
 で
 
ひ
 の
 0
 １
 0
 ㏄
 い
 
の
の
 
づ
 ・
 ゅ
 ㏄
 ト
 

一
九
八
一
年
一
 O
H
 
に
開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
第
四
 0
 回
 学
術
大
会
で
行
な
っ
た
研
究
発
表
で
は
、
こ
の
強
引
な
推
論
に
基
 つ
い
た
部
分
 

が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
竹
 明
 、
前
掲
 書
 、
五
一
四
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

 
 

q
n
a
b
d
u
.
a
 

と
ぬ
 "
 。
 
b
 。
 
セ
ヘ
 
a
.
 佐
竹
も
蜥
 抗
 す
る
 迫
 り
、
Ⅲ
古
は
受
 輌
 仇
 せ
 、
後
者
は
能
動
性
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
 で
、
こ
こ
で
は
 

 
 

内
容
的
な
判
断
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
 音
 」
と
解
し
た
。
佐
竹
 明
 、
一
 
朋
掲
書
 、
五
四
八
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

シ
晦
照
 。
 

初
期
キ
リ
ス
ト
拙
に
お
い
て
、
伝
道
者
が
推
薦
状
を
携
え
る
 場
 ・
 
古
が
 拷
し
く
な
い
こ
と
は
、
ニ
コ
リ
ン
ト
三
・
一
 ｜
 二
に
お
け
 る
 パ
ウ
ロ
の
 発
 

言
の
仕
方
か
ら
も
窺
え
る
。
さ
ら
に
ロ
ー
マ
一
六
・
一
 ｜
ニ
、
 使
徒
行
伝
一
八
・
二
七
も
参
照
。
 

ヵ
ラ
テ
 ァ
一
・
一
Ⅰ
三
・
一
五
、
四
・
二
一
、
四
二
一
八
、
 
五
・
一
三
、
六
・
一
八
。
 

オ
 ・
Ⅰ
。
 

毛
痒
 （
・
 
0
 や
臼
プ
ワ
ぃ
 0
 の
 

自
称
と
解
す
る
者
は
、
例
え
は
 
由
 ・
 ゴ
 0
%
 ヨ
 ㏄
 コ
 二
 %
x
Q
 ぎ
 Q
 ヒ
 Ⅰ
 ぼ
ャ
 （
 
叫
 2
 円
，
）
 
0
 ）
・
丹
下
ユ
 
日
 （
円
位
三
コ
の
の
 

コ
一
ナ
の
 
・
 ロ
 ・
 ま
 つ
ゴ
 
「
・
 
ト
の
 
Ⅱ
Ⅱ
）
 

@
 

ま
 ・
の
 
り
ゴ
 
二
の
 
ニ
 p
.
u
.
O
.
 
一
力
・
 
ヒ
 
の
毒
の
（
（
・
 

0
 口
 ・
 ユ
侍
 @
 Ⅱ
・
 ミ
ロ
 
い
コ
 
の
「
 
、
ヂ
 p
.
O
.
@
 

戸
口
 蕗
鮭
 ・
 0
 や
ユ
ア
一
 佐
竹
 明
 、
前
掲
 書
 、
な
ど
が
あ
 

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
佐
竹
暁
ヨ
使
徒
パ
ウ
ロ
 ヒ
 一
八
八
 ｜
一
 九
 0
 。
 
へ
｜
ジ
 参
照
。
 

論
拠
は
創
世
記
一
五
・
六
か
ら
の
引
用
。
扇
動
者
が
創
世
記
の
 記
述
を
論
拠
と
し
た
の
で
、
お
そ
ら
く
は
対
抗
意
識
も
手
伝
っ
 て
 同
じ
創
世
記
 

か
ら
論
拠
を
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
句
は
 、
 後
に
ロ
ー
マ
 四
 ，
三
で
も
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
佐
竹
 明
 
「
ガ
ラ
 テ
ァ
ヒ
一
 一
 
-
 
ハ
 
0
 ｜
 一
一
七
 



（
 お
 ）
シ
ュ
リ
ー
ア
は
、
六
・
一
を
五
・
二
五
の
ョ
壺
に
導
か
 
れ
る
 舶
り
 歩
く
」
こ
と
の
新
し
い
例
と
解
す
。
 

目
 ・
 ま
 
の
り
 
ゴ
 -
@
 
の
 ク
ダ
 p
.
O
 

：
の
・
 

り
 目
つ
 

 
 

 
 

ヘ
ッ
ツ
 は
、
「
霊
的
な
者
」
と
し
て
の
キ
 リ
ス
 
卜
者
の
自
己
 理
 解
を
見
出
す
。
 
目
 ・
 E
.
o
.
 
㏄
の
（
 
z
 、
も
 
0
0
 ま
ま
 0
%
 ～
 
a
 ゼ
 
き
よ
ま
 ～・
 

め
ト
め
 ～
～
 
ぬ
 「
～
。
 

 
 

 
  

 

～
 
こ
 もの
ト
ミ
 
さ
キ
ぬ
め
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悶
 Q
Q
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憶
ヒ
 Q
.
 ロ
ド
 0
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ハ
 ㏄）
 

刃
 ・
 し
由
ヰ
ヨ
 の
さ
三
せ
 蕊 8
 
ざ
吋
ぎ
 
%
 安
レ
心
 @
@
n
 
ざ
 
ざ
ま
Ⅰ
ま
 ね
 蛍
ゴ
 
下
白
白
（
 己
 円
 い
の
 ㏄
 
0
.
 円
む
す
ぎ
 
㎎
の
コ
一
 ナ
の
 ・
 巾
 ・
 目
 0
 ゴ
 Ⅱ
・
 ト
り
 
Ⅱ
Ⅱ
）
・
Ⅰ
・
の
㏄
の
 

川
端
 純
 四
郎
 沢
 
㍉
新
約
聖
書
神
学
」
 
n
 
、
新
教
出
版
社
、
昭
和
 五
五
（
四
一
）
 
年
 、
二
一
四
。
 へ
｜
ジ
 
。
 

（
 甜
 ）
敢
え
て
こ
の
 
ょ
う
 な
回
り
く
ど
い
舌
ロ
 い
 
方
を
し
た
が
、
 
グ
ノ
ー
シ
ス
の
核
に
な
る
思
想
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
柴
田
 有
 コ
 グ
ノ
ー
シ
ス
と
古
代
 

宇
宙
諭
し
 
効
革
円
房
 、
昭
和
五
七
年
、
を
見
よ
。
 



に 髪 ぅ 古 関   
る の 侍 れ 発 は 四 と は 
い か に る 余 矢 与 同 宗   憎 も 

関 て 僧 の は 僧 僧 侶 大   
変革を 宗法上 うと思 族 （こ なった の人々 一つの 得度若 義や生   
確 を の 
で   ケ 妻 送 。 こ すのを く、 も、 ナ 

あ l を る で 職 大 神 
事 は 業 き 仏 

とし 法 さす） り、 ス 

律 て を 
攻 取 取   
正 り り れ 会 上 生 仏 
と あ あ た 的 の じ 棄 

。 職 呼 た 釈 
ぃげげ う た 、 こ 業 体 の は 
其 の 宗 こ と で で 周 

に な あ あ 知   寺 つ る る の 事実 な形で 院の革がど 他宗派 ナ こ 。 と規 明 。 
、 ほ の 

そ く ょ である 世襲化 明治 五 定 した 治 七年 

の ら う 

弛 べ に が カャ 維新 こ三ま 午政 o 、   
じ 府 れ 放 そ な牲 位の 尼僧 ま は に 府 の 

変 数 の   
現 金 僧 太 な   

こ こ を 教義に 花一般 妻帯善 侶 とい 政官有 
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は
じ
め
に
 

近
代
仏
教
に
お
け
る
女
性
宗
教
者
 

曹
洞
宗
に
お
け
る
尼
僧
 

と
寺
 
族
の
地
位
向
上
 

内
野
久
美
子
 



と
の
明
治
九
年
に
は
、
戸
主
の
尼
僧
は
一
、
 

0
 六
七
 と
 減
り
、
 尼
 弟
子
と
合
わ
せ
て
一
、
九
一
三
で
あ
る
。
こ
れ
 に
 対
し
 男
僧
は
 
一
九
、
 

 
 

口
元
 0
 で
あ
る
。
曹
洞
宗
に
関
し
て
は
、
明
治
二
十
三
年
 尼
僧
住
職
一
八
七
、
前
任
お
よ
び
徒
弟
 一
 、
八
三
二
、
 
計
二
、
 0
 
一
九
と
い
う
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八、 

尼計 統 
弟 的 
子 に 

は 見 る 
玉 " ； ぎ ン 

    

明治期 計九、 
土 の 
公 尼 
= 僧 

  
約一 僧 男 の 

  
ある九一   

  

  
」 は     
た O 
あ 六 

社 は 僧 か 
ム   つ む 「 の と 

と ら 一 た 書 几 出 ま が   
  ま 界 の 宗 庭   

ざ ゆ 五 教 を 戸 髪 を に こ 

ま え 揚 音・ も 主 因 忠 関 と 

    ム 
0 食 実 し が 
も 縁 に て   
と 付 守 ぃ そ 

み 許 そ 主な 組 の 俗に 帰 り 、 レ えま 、   
れ を 位 の で 

る 発 も 変 あ 
こ 和 同 化 る 
と し 来 を   
で た の 素 
あ 。 ま 早         
尼 し あ げ 宗教 ある。 女性 ゐ 般 社 職業 僧 尼 っ 入   
美 男 明 生 
と 僧 治 活 

る く し と 政 を 
、 は 病 変 

家 異 は え 
庭 な 「 て 
を る 肉 い 

も 道 食 っ 
っ を 妻 た 
と 辿 荒 男 
い っ 蓄 僧 

う た 髪 に 
こ の 許 く 

と で 呵 ら 

はあ " るを 」 べ " 
実 。 出 居 
賀 書 し 僧   

は反 本 給 明 教 

能 は 大 来   



ろ
 
@
 

蝸
 
明
治
維
新
後
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
宗
制
が
新
し
 

く
 整
備
さ
れ
た
が
、
尼
僧
に
つ
い
て
の
規
定
は
わ
ず
か
 

に
 
、
 尼
 弟
子
の
籍
は
尼
師
匠
 

尼
僧
は
法
施
寺
院
の
住
職
に
な
れ
ず
、
法
脈
上
淀
の
居
住
す
る
寺
に
お
く
こ
と
を
認
め
る
記
述
が
あ
 

肘
 
近
ち
 

明
治
三
十
九
年
発
行
の
曹
洞
宗
分
限
規
定
を
み
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ム
 

 
 

吠性 宗教者 

れ は 
て 称 こ 

い 号 の 

た の 中 
。 み で 

に 尼 
と ィ曽 

ど もま 

ま 男 
づ イ曽 

た の 

。 上 

水 鹿 
年 程 
熱 度 
住 め 
の 資 
寺 格 
院 し 

で か 

あ 許 
っ さ 

て れ 
も ず 

尼 堂 
僧 庵 
Ⅱ @ し ド @ - 一 

住 居 
職 住 

  
さ た 
れ と 

  
尼 首 
僧 座 
目 と 

ら よ 

の ひま   

第 れ 
子 ろ 

敗 者 

り 、 か あ ; 
待 っ 

度 て 

ま林 ら も、   
止 そ 
さ れ 

 
 

数
字
が
あ
る
。
昭
和
十
年
に
お
い
て
は
、
勇
健
二
八
、
 0
 九
三
に
対
し
、
尼
僧
二
、
三
八
二
で
あ
り
、
曹
洞
宗
に
 お
い
て
も
一
割
弱
 と
 

 
 

ぅ
 比
率
は
あ
て
は
 ま
 ろ
。
 

尼
僧
（
以
後
曹
洞
宗
尼
僧
を
い
 う
 ）
の
宗
制
上
の
地
位
 は
 、
明
治
維
新
後
も
何
ら
の
変
更
も
な
く
、
江
戸
時
代
 そ
 の
ま
ま
で
あ
っ
た
 

ヱ
 月
時
代
の
曹
洞
宗
分
限
規
定
に
 よ
 る
と
、
僧
に
は
 
次
 の
よ
う
な
分
限
が
あ
っ
た
。
 

新
戒
文
 沙
輔
 
得
度
剃
髪
し
た
て
の
者
 

上
座
 
夏
冬
 九
十
日
の
修
行
（
 結
制
 ）
を
行
な
っ
た
者
 

平
僧
修
行
を
退
休
し
、
 
無
 檀
の
小
院
坊
舎
に
住
職
す
 る
 者
。
出
世
の
望
は
な
く
、
綿
毛
位
階
、
引
導
法
語
は
で
 き
ず
、
 鉄
鼓
幕
等
 

使
用
不
許
可
。
（
尼
僧
は
平
僧
扱
 い
 ）
 

長
老
・
首
座
法
輪
二
十
年
。
三
物
が
伝
授
さ
れ
、
一
幸
 
住
職
と
な
れ
る
。
引
導
焼
香
が
で
き
る
沃
地
住
職
 

和
尚
法
輪
二
十
五
年
。
永
平
寺
あ
る
い
 
は
 総
持
寺
に
 
登
山
、
住
職
の
規
式
を
勤
め
た
者
 

法
憧
 師
法
 齢
 三
十
年
以
上
。
寺
格
の
高
い
寺
院
（
 結
 制
 を
行
な
 う
寺
 ）
 の
 住
職
 
-
4
@
 

の     



の
際
は
本
手
の
住
職
へ
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
 

。
宗
制
で
は
、
「
 

尼
 
徒
弟
 
力
 
住
職
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
 

他
 ノ
尼
 

徒
弟
 
ヲ
 
教
養
ス
ル
 

（
 
6
 
）
 

 
 

 
 

は
な
か
 

袈
砂
 

は
望
む
 
も
た
な
 
る
 

は
そ
の
 
は
信
徒
 

修
行
 

に
 

べ
く
も
な
か
っ
た
。
尼
僧
は
名
実
と
も
に
教
団
の
最
下
 

尼
僧
の
地
位
の
低
さ
は
、
教
団
が
旧
来
の
制
度
を
受
 

け
 
端
 
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

継
い
だ
た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、
尼
僧
の
教
育
程
度
が
低
 

か
っ
た
こ
と
に
も
よ
 

る
 
。
師
僧
と
な
る
に
は
一
定
年
数
学
林
に
入
り
修
行
を
 

つ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
曹
洞
宗
の
学
林
は
男
 

僧
 
の
み
の
 

も
の
で
あ
り
、
修
行
の
 

道
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
も
明
治
 

政
府
の
義
務
教
育
政
策
が
浸
透
す
る
に
 

つ
 
れ
、
女
性
の
教
 

背
水
準
が
あ
が
り
、
 

尼
 

僧
界
 
に
も
そ
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
 

よ
う
 
に
な
る
。
 

明
治
三
十
五
年
、
明
治
時
代
の
尼
僧
に
関
す
る
唯
一
の
 

新
規
定
、
尼
学
林
設
置
規
定
が
第
五
次
曹
洞
宗
 

宗
 
議
会
で
 

可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
 

に
よ
 
る
と
全
国
 

ニ
 
ケ
所
に
尼
衆
学
林
を
設
置
し
、
四
年
の
 

在
学
期
間
中
に
、
曹
洞
宗
教
義
の
他
、
歴
史
、
地
理
、
 

牧
牛
、
活
字
、
裁
縫
な
 

 
 

後
の
地
位
や
資
格
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
く
、
 

男
僧
 
の
 
学
林
と
の
差
は
大
 

キ
ざ
 

か
っ
た
。
 

尼
 
学
林
規
定
が
発
布
さ
れ
、
富
山
、
関
西
、
新
 

潟
尼
 
学
林
が
創
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
 

学
 
林
の
創
立
状
況
を
み
る
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近代仏教における 女性宗教者 

僧 に 
中のい でに 理 況て尊 " " 厳 るす上 。 るとこ が 何 

現 ら 

れ か の時期 の 、当 、尼僧 解 と尼 ㈲宗教 生殖、 を高調 同居学 ことに 相侯 っ   る の 
  の 動 

で、 き 

られ 朗 か 、明 治 な 
ら戦ュ 期 い 

且 ll   
ま イ曽 こ   

て 亡心吾 妻 の 

準 は 

て 論期 か 
投 ん 
階 だ 
で @ 
あ の   つ 中 

あ ぅ 大 た た か 

とら 、 " 
え 次 
よ の 

5 時   
㍗Ⅰ し   大 

向 婦   に 教 掃 部 林 に 
上 人 男 村 有 極 太 を で も 

進学、 学 

及び、 させる は年一 問題の 僧 教育 博 し、 問題と 端な 禁 問題と 紹介す 尼 
た 藍 子 奏 し 欲 し る 回 尼 曽 ィ 

団 
組 僧 百 めに、 生活、 んとな て、そ 算 が年 観は世 て 、 と次 機関 男 の 詩 体   
ィヒ 

ケ @ ヒ の 教育 教育 機 社会 る 十八万 問 、男 の制限 ㈹社会 子に対 ような 城林 「 活 
関 的 門 櫓 さ 間 し も 二 程 躍 
の 拙 で の れ 願 女 の を 度 す 
改 築 あ 正 た と 性 で 発 の る 

善 の る し 状 し の あ 行 向 尼 

と
 、
教
団
の
手
で
上
か
ら
創
立
さ
れ
た
 

十
年
代
か
ら
女
子
、
尼
僧
の
教
育
活
動
 

存
在
が
、
教
団
の
尼
学
林
 施
 置
を
現
実
 の

で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
献
身
的
尼
僧
の
活
動
が
 あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
二
 

に
 奔
走
し
新
潟
 尼
 学
林
を
創
立
し
た
中
村
 仙
巌
 尼
な
ど
、
 各
地
で
教
育
活
動
に
活
躍
し
た
尼
僧
の
 

の
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
は
 こ
の
設
置
規
定
を
の
ぞ
い
て
、
尼
僧
 界
 



 
 

開
か
 

ね
 た
 

の
 状
況
に
疑
問
を
抱
い
た
尼
僧
も
多
く
、
大
正
十
四
年
大
 

祖
 六
百
回
大
遠
忌
が
総
持
寺
で
開
か
れ
た
際
、
第
一
回
 

全
国
尼
衆
大
会
が
 

れ
た
。
三
百
余
名
の
尼
僧
が
一
堂
に
会
し
、
中
村
他
志
 

尼
を
座
長
と
し
て
決
議
を
行
な
い
、
次
の
よ
う
な
請
願
が
 

宗
務
院
に
提
出
さ
 

。
 け
 尼
僧
自
身
の
覚
醒
と
精
進
、
㈲
尼
衆
禅
林
の
実
現
、
 

㊧
 宗
 会
へ
の
参
政
権
の
要
求
、
⑳
後
継
者
養
成
の
た
め
 

徒
弟
得
度
 権
 の
 獲
 

こ
の
 ょ
 5
 な
 中
に
あ
り
な
が
ら
も
尼
僧
 

大
正
十
二
年
宗
制
の
中
で
ほ
じ
め
て
尼
僧
 

僧
に
 首
座
骨
、
和
尚
 号
 が
与
え
ら
れ
た
の
 

を
 含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
男
 僧
 

で
も
幕
の
外
か
ら
聴
講
す
る
の
を
許
さ
れ
 は

し
だ
い
に
実
力
を
蓄
え
、
わ
ず
か
 づ
っ
 で
あ
る
が
、
 男
 僧
 と
の
平
等
化
へ
と
進
ん
で
い
く
。
 

に
関
す
る
規
程
が
独
立
し
た
条
項
と
し
て
現
れ
た
。
僧
侶
 法
階
 補
任
法
改
正
が
行
な
わ
れ
、
 尼
 

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
補
任
令
は
称
号
を
与
え
た
に
と
 ど
ま
り
、
沃
地
寺
院
へ
の
寺
格
向
上
 

と
 尼
僧
の
差
は
大
ぎ
く
、
尼
僧
は
男
僧
の
読
経
中
に
木
 堂
 へ
は
入
れ
ず
、
本
山
に
お
け
る
講
習
 

  

 
 

尼
僧
の
本
分
と
し
て
こ
れ
を
強
調
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
状
況
は
、
当
時
の
社
会
の
女
性
観
を
反
映
し
た
  
 

あ
っ
た
。
 
男
 僧
は
教
義
、
文
筆
、
法
を
そ
の
本
分
と
し
、
 

ほ
 僧
は
 

で
あ
る
。
こ
の
男
女
分
業
論
は
尼
僧
 界
 に
お
い
て
も
主
流
 を
 占
め
 で

あ
り
、
当
時
も
っ
と
も
穏
健
な
比
丘
尼
論
は
、
 

男
僧
と
 0
 分
業
論
で
 

婦
女
の
教
化
を
行
な
い
教
団
の
慈
母
と
な
る
こ
と
が
 理
 想
 と
さ
れ
た
の
 

て
お
り
、
日
域
 林
 口
四
号
の
巻
頭
に
お
い
て
 尼
 学
林
良
 近
 膝
頭
 賢
は
、
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

が
 必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
 男
僧
 側
の
意
見
は
、
き
わ
め
て
少
数
派
で
あ
っ
た
。
大
勢
 は
 尼
僧
に
対
し
て
無
関
 

心
か
 、
無
用
の
も
の
と
見
な
し
て
い
た
。
「
 城
林
 L
 五
 号
 に
お
い
て
久
我
寛
宏
 尼
は
、
 
「
あ
っ
て
つ
ま
ら
ず
な
く
 
て
こ
ま
ら
ず
 二
 と
題
し
 

て
 、
こ
の
 
ょ
う
 な
言
葉
で
宗
門
 男
 僧
か
ら
言
わ
れ
る
 尼
 僧
の
現
状
を
憤
り
、
尼
僧
を
無
視
し
、
教
育
を
施
さ
ず
、
 
正
当
な
地
位
も
与
え
 

ず
、
 
軽
々
し
く
評
価
を
下
す
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。
 
そ
し
て
尼
僧
界
の
遅
れ
は
、
本
寺
か
ら
の
助
成
も
な
く
 、
経
済
的
に
窮
迫
し
つ
 

つ
 、
独
立
独
歩
で
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
、
教
育
の
 -
 
エ
ち
 遅
れ
、
学
の
あ
る
尼
僧
は
生
意
気
で
堕
落
す
る
と
す
 る
 宗
門
の
風
潮
を
指
摘
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  、 教におけ 

素
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

得
、
㈲
社
会
教
化
の
た
め
の
布
教
師
の
任
命
の
要
求
。
 

第
一
回
大
会
か
ら
五
年
後
、
昭
和
五
年
永
平
寺
 

二
 祖
道
 
光
普
照
 

国
師
大
遠
忌
の
際
永
平
寺
に
て
、
第
二
回
全
国
 

尼
 衆
 
大
会
が
開
か
れ
 

た
 。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
第
一
回
大
会
の
要
求
の
他
に
 

、
 嗣
法
相
続
の
許
可
、
沃
地
寺
院
住
職
の
権
利
、
教
育
の
 

機
会
均
等
な
ど
が
加
え
 

ら
れ
た
。
さ
ら
に
昭
和
十
二
年
後
醍
醐
天
皇
 

御
 遠
忌
の
 

際
 総
持
寺
に
お
い
て
第
三
回
民
衆
大
会
が
開
か
れ
、
嗣
法
 

相
続
、
転
衣
の
許
可
、
 

布
教
師
の
任
命
、
参
政
権
、
教
育
機
会
の
均
等
、
法
 

地
 住
職
の
資
格
許
可
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。
以
後
毎
年
宗
務
 

院
 に
請
願
が
な
さ
れ
る
 

 
 

よ
 う
 に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
尼
衆
大
会
も
会
を
重
ね
 

る
に
し
た
が
い
、
要
求
も
顕
在
化
し
、
尼
僧
自
体
の
自
覚
 

も
 向
上
し
て
い
っ
た
の
 

で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
尼
僧
自
身
に
 

よ
 る
組
織
化
の
 

動
き
は
具
体
化
し
て
い
な
い
。
 

一
方
教
育
界
の
尼
僧
へ
の
門
戸
開
放
は
徐
々
に
行
な
わ
れ
 

、
大
正
十
四
年
駒
沢
大
学
で
初
め
て
尼
僧
の
聴
講
が
 

許
 さ
れ
、
関
西
尾
学
林
 

出
身
の
加
藤
真
成
 

尼
 、
小
島
貫
道
 

尼
ら
 
五
尾
 
が
 入
学
し
 

た
 。
昭
和
六
年
駒
沢
大
学
に
専
門
部
仏
教
科
が
設
け
ら
れ
 

、
二
名
の
尼
僧
が
入
学
 

@
N
@
 

 
 

 
 

 
 

27 (141) 



戦
後
の
平
等
を
実
現
さ
せ
る
大
き
な
支
持
基
盤
と
し
て
 の
 尼
僧
団
の
成
立
は
、
戦
時
下
の
非
常
時
体
制
に
あ
っ
た
 。
昭
和
十
八
年
十
 

月
 八
日
か
ら
五
日
間
宗
務
院
主
催
の
下
、
東
京
麻
布
 長
 谷
寺
 に
て
 尼
 教
師
教
化
錬
成
会
が
ひ
ら
か
れ
た
。
全
国
か
 ら
 約
三
十
名
の
尼
僧
が
 

代
表
と
し
て
集
ま
り
、
そ
こ
で
全
国
に
三
千
名
の
尼
僧
 が
い
る
こ
と
が
、
宗
務
庁
の
記
録
に
 ょ
 り
、
尼
僧
自
身
に
 知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
尼
僧
代
表
は
尼
僧
団
の
必
要
を
痛
感
し
 、
嘆
 願
書
が
宗
務
庁
に
出
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
は
尼
僧
自
身
の
 中
か
ら
の
自
発
的
な
も
 

の
で
、
 戦
 首
里
 
景
 揚
を
会
の
目
的
と
し
た
古
本
務
庁
側
の
意
図
 
し
た
も
の
で
は
な
 

十
九
年
二
月
に
全
国
の
。
 

力
 
，
 っ
た
 

@
5
-
@
 

。
 翌
 

ほ
僧
 代
表
は
、
仮
称
 曹
 

洞
宗
 尼
衆
報
効
 団
 実
行
委
員
と
し
て
宗
務
院
に
集
ま
っ
た
 。
 こ
，
 
」
に
山
田
 霊
林
 師
を
座
長
に
し
た
曹
洞
宗
尼
僧
 護
 国
田
が
誕
生
し
た
の
で
 

あ
る
。
 

こ
の
は
じ
め
て
組
織
化
さ
れ
た
尼
僧
護
国
田
 は
 、
大
正
時
 代
の
尼
衆
大
会
の
流
れ
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
 

日
 曹
洞
宗
親
ヒ
 に
 

載
っ
た
予
告
に
も
、
「
昭
和
十
九
年
国
民
総
決
起
の
波
 に
の
っ
て
、
私
達
尼
僧
も
護
国
団
を
結
成
し
て
、
国
家
に
 挺
身
奉
公
」
と
あ
り
、
 

日
別
に
も
「
第
三
条
水
団
ハ
本
 宗
 尼
僧
 ノ
 団
結
親
和
 及
 向
上
 ヲ
 図
り
以
 テ
其
ノ
 活
動
 ヲ
 時
局
 二
 相
応
セ
シ
ム
 ル
ヲ
 目
的
ト
ス
」
と
 記
 

さ
れ
て
し
る
 

@
 
O
@
6
@
@
 
 

待
遇
改
善
や
地
位
向
上
の
問
題
を
取
り
 あ
げ
る
 ょ
 り
、
戦
勝
報
国
の
色
あ
 い
 が
強
か
っ
た
の
で
あ
 る
 。
し
か
し
尼
僧
護
国
 

団
は
 、
名
簿
作
成
な
ど
地
道
に
組
織
を
固
め
、
十
九
年
 の
う
ち
に
東
京
を
中
心
に
五
地
区
二
十
支
部
を
構
成
し
た
 。
 翌
 二
十
年
八
月
の
終
 

戦
 ま
で
、
保
母
、
寮
母
、
疎
開
学
童
の
世
話
な
ど
の
 活
 動
 が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

終
戦
と
と
も
に
戦
時
下
の
報
国
活
動
を
主
務
と
し
て
 活
 勤
 し
て
ぎ
た
尼
僧
護
国
団
は
大
義
名
分
を
失
い
、
存
立
も
 危
う
く
な
っ
た
。
 こ
 

の
時
護
国
団
を
尼
僧
団
に
発
展
解
消
さ
せ
、
戦
後
の
平
等
 化
 へ
む
げ
て
の
運
動
体
と
し
て
尼
僧
団
活
動
を
転
換
さ
 せ
て
い
っ
た
一
人
の
頁
 

      

戦 
後 ， 
の 

平 
等 
ィヒ 
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如
上
の
弟
子
と
な
れ
る
。
 

 
 

 
 

新
京
憲
の
改
正
は
大
き
な
進
歩
で
あ
っ
た
が
、
 

セ
 万
全
な
平
等
と
は
い
え
ず
、
そ
の
後
も
尼
僧
団
の
努
力
は
 続
く
こ
と
に
な
る
。
特
に
 尼
 

 
 

近
 

師
僧
が
形
の
上
で
は
認
め
ら
れ
て
も
、
得
度
 権
が
 
な
い
こ
と
、
法
脈
上
弟
子
に
な
れ
て
も
師
僧
に
は
な
れ
な
 い
こ
と
、
法
施
寺
院
資
格
が
 

お け る 

立
証
。
㊧
 尼
 安
居
の
認
可
。
 
四
 選
挙
権
が
教
師
資
格
を
 
も
っ
た
尼
僧
に
与
え
ら
れ
る
。
⑪
嗣
法
相
承
の
許
可
。
 

尼
 僧
も
師
僧
か
ら
の
法
脈
 

昭
和
二
十
一
年
尼
僧
の
法
 

階
 、
教
師
分
限
に
関
し
て
 

次
 の
よ
う
な
内
容
の
請
願
書
が
出
さ
れ
、
地
位
向
上
へ
の
 

実
 質
的
歩
み
が
始
ま
っ
 

 
 

 
 

 
 

娃
 戦
後
の
新
案
 

憲
 に
そ
の
い
く
つ
か
が
取
り
入
れ
 

ろ
 れ
た
。
円
教
師
資
格
の
男
な
同
格
。
㈱
 

尼
 師
僧
が
認
め
ら
 

ね
 、
履
歴
に
師
僧
と
と
も
に
 

献
 者
が
い
た
。
後
に
尼
僧
 初
 の
 宗
 会
議
員
と
な
っ
た
 か
 島
 貧
道
 尼
 で
あ
る
。
以
下
小
島
 

資
料
を
も
と
に
、
尼
僧
団
誕
生
の
過
程
を
要
約
し
て
み
・
 
よ
 う。
 

尼
 教
師
教
化
 抽
成
 会
に
愛
知
代
表
の
二
名
の
う
ち
の
一
人
 と
し
て
出
席
し
た
小
島
尾
 

画
し
た
が
、
ま
も
な
く
終
戦
と
な
っ
た
。
こ
の
尼
僧
 講
 習
 会
は
場
所
を
変
え
 尼
 学
林
の
 

国
 英
霊
戦
災
物
故
者
の
追
悼
法
要
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
 講
 習
 会
の
席
上
尼
僧
護
国
国
 の
 

僧
団
と
し
て
の
再
出
発
を
説
き
、
法
要
に
出
席
し
た
 曹
 洞
宗
 管
長
高
階
 瀧
仙
 師
の
承
諾
 

小
島
尼
は
尼
僧
団
常
任
理
事
と
し
て
上
京
し
、
尼
僧
の
 地
位
向
上
に
む
げ
て
動
ぎ
出
 

本
部
が
設
置
さ
れ
、
小
島
尼
は
東
京
観
音
尼
僧
堂
の
長
 沢
祖
 禅
尼
と
と
も
に
、
混
乱
し
 

各
地
を
ま
わ
っ
た
。
当
時
一
般
寺
院
の
尼
僧
の
自
覚
は
 低
か
っ
た
が
、
地
方
で
の
は
じ
 

-
 
Ⅳ
 @
 

反
対
も
な
く
、
も
の
め
ず
ら
し
さ
も
手
伝
っ
て
多
く
の
 尼
僧
が
集
っ
た
。
 

尼
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
㍉
曹
洞
宗
尼
僧
 

史
 L
 の
 

は
 、
二
十
年
八
月
に
五
日
間
の
尼
僧
講
習
会
を
計
 

あ
る
名
古
屋
覚
王
山
で
開
か
れ
た
が
、
同
時
に
万
 

継
続
・
解
消
が
論
議
さ
れ
、
小
島
尾
は
こ
こ
で
 

尼
 

を
 得
た
の
で
あ
る
。
 

し
た
。
昭
和
二
十
一
年
東
京
宗
務
院
内
に
尼
僧
団
 

た
 交
通
事
情
の
も
と
、
尼
僧
の
意
識
覚
醒
の
た
め
 

め
て
の
尼
僧
の
講
演
と
あ
っ
て
、
本
寺
の
妨
害
 

や
 



な
ら
び
に
得
度
 権
 が
与
え
ら
れ
 

僧
団
団
長
は
時
の
宗
務
総
長
が
 

は
活
発
な
活
動
を
続
け
、
 

男
 ・
 

が
お
り
、
尼
僧
は
自
ら
の
手
に
 

う
 、
 男
僧
 が
当
 伏
 と
し
て
き
た
 

四
十
五
年
の
平
等
化
を
も
っ
 、

尼
僧
は
公
式
に
法
脈
に
の
と
っ
た
 尼
 弟
子
を
も
つ
こ
 と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
二
年
尾
 

兼
務
す
る
と
い
う
不
文
律
が
破
ら
れ
、
小
島
尾
 が
 尼
僧
 団
団
長
に
就
任
し
た
。
小
島
尾
の
も
と
で
尼
僧
団
 

尼
僧
と
も
同
じ
僧
侶
の
範
 崎
で
 考
え
る
宗
制
一
本
化
を
 め
ざ
し
た
。
昭
和
四
十
五
年
法
的
寺
院
住
職
許
可
 

よ
っ
て
修
行
し
、
そ
こ
を
出
て
育
っ
た
弟
子
を
法
脈
上
の
 弟
子
と
し
、
住
職
の
つ
と
め
を
は
た
す
と
い
 

@
 
初
 @
 

詰
 活
動
を
 、
 自
ら
の
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
 

て
一
つ
の
目
的
を
達
し
た
尼
僧
団
の
活
動
は
こ
れ
に
終
っ
 た
 ね
 げ
で
は
な
い
。
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
 

@
 
㎎
 @
 

当
選
議
員
の
死
亡
で
く
り
上
り
、
尼
僧
 初
 の
 宗
 会
議
員
 が
 誕
生
し
た
。
小
島
尼
は
伝
法
、
嗣
法
の
許
可
を
訴
え
、
 同
年
十
月
尼
僧
に
伝
法
 

な
い
こ
と
、
被
選
挙
権
が
な
く
、
尼
僧
自
ら
 宗
 議
会
で
発
 青
 で
き
な
い
こ
と
等
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
同
格
 同
名
と
な
っ
た
教
師
資
 

格
も
 、
現
実
に
そ
れ
を
可
能
と
す
る
専
門
尼
僧
堂
は
認
 め
ら
れ
て
い
な
い
。
 

昭
和
二
十
四
年
駒
沢
大
学
が
共
学
と
な
り
、
四
居
が
は
 じ
め
て
正
式
に
入
学
、
同
年
布
教
師
講
習
会
に
尼
僧
が
許
 さ
れ
、
従
来
 男
憎
め
 

役
割
と
さ
れ
て
い
た
説
教
、
布
教
も
で
き
る
 よ
う
 に
 た
 っ
た
 。
 翌
 二
十
五
年
四
尾
学
林
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
尼
僧
堂
 と
し
て
認
可
さ
れ
、
 尼
 

僧
 教
育
も
い
っ
そ
 う
 充
実
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
 し
尼
 師
家
に
な
る
に
は
一
等
教
師
以
上
の
分
限
が
な
く
て
 は
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
 

本
山
の
特
別
僧
堂
で
の
修
行
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
 本
 山
の
特
別
僧
堂
は
尼
僧
に
開
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
 二
 十
八
年
尼
僧
特
別
僧
堂
 

認
可
が
尼
僧
団
の
請
願
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
 ゐ
 
ホ
 議
会
を
通
過
し
た
の
は
、
実
に
十
 セ
 午
後
で
あ
り
、
 昭
 和
 四
十
五
年
の
こ
と
で
 

あ
っ
た
。
四
十
 セ
 年
に
は
小
島
尼
を
含
む
四
居
 に
、
さ
 ら
に
上
の
教
師
位
で
あ
る
権
大
教
師
の
辞
令
が
お
り
、
 教
 育
苗
で
の
平
等
化
が
果
 

た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

戦
後
二
十
五
年
を
か
け
て
達
成
さ
れ
た
教
育
界
で
の
 平
 等
と
同
様
に
 、
 他
の
分
野
で
の
権
利
拡
張
に
も
同
程
度
の
 月
日
が
質
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
二
十
三
年
尼
僧
に
も
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
、
二
十
 四
年
小
島
尼
は
尼
僧
の
数
多
い
愛
知
県
か
ら
立
候
補
し
 た
 。
次
点
で
あ
っ
た
が
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近
 尼
僧
界
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
と
憂
え
て
い
る
。
 

%
 
 四
十
三
年
尼
僧
団
は
こ
の
問
題
を
公
に
取
り
あ
げ
、
 

手
旗
に
資
格
の
み
を
乱
発
せ
ず
、
そ
れ
に
見
合
う
修
行
 

規
定
を
設
け
る
こ
と
を
、
 

宗
 

%
 
 務
 当
局
に
申
請
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
尼
僧
大
会
 

の
 決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
、
五
十
一
年
に
は
、
全
国
僧
堂
 

生
長
会
議
に
て
愛
知
専
門
 

尼
 

こ
れ
に
対
し
、
㈲
日
は
、
尼
僧
団
の
新
し
い
動
き
と
 考
，
 
え
ら
れ
る
。
大
平
手
、
総
持
寺
 両
 本
山
の
政
争
に
な
り
が
 ち
の
選
挙
体
制
へ
の
 

批
判
は
、
昭
和
四
十
三
年
尼
僧
団
総
会
で
は
じ
め
て
 問
 題
 と
な
り
、
尼
僧
団
発
行
の
回
報
に
て
特
集
を
組
み
、
 宗
 門
内
に
波
紋
を
投
じ
 

た
 。
昭
和
四
十
九
年
尼
僧
大
会
で
は
、
五
項
目
の
決
議
 の
 一
つ
と
な
り
、
選
挙
浄
化
の
嘆
願
書
も
宗
務
総
長
に
提
 出
さ
れ
た
。
青
旗
の
 問
 

題
は
 、
一
応
の
平
等
を
達
し
た
尼
僧
団
が
、
尼
僧
 対
男
 僧
 と
い
う
立
場
か
ら
、
女
性
と
し
て
の
尼
僧
の
あ
り
方
を
 考
え
、
尼
僧
問
題
を
 ょ
 

り
 深
化
さ
せ
て
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き
た
 @
 
」
と
を
示
し
て
い
る
。
 

老
手
旗
の
問
題
 は
 、
尼
僧
の
生
き
方
、
僧
侶
の
定
 義
 、
世
襲
化
し
た
寺
院
の
存
在
な
ど
、
仏
教
の
根
本
に
か
 か
わ
る
問
題
と
な
る
。
昭
和
 

で
の
主
な
問
題
は
、
次
の
諸
点
で
 

の
吟
味
。
け
に
つ
い
て
は
、
昭
和
 

は
、
地
方
、
木
山
、
特
別
僧
堂
が
 

も
、
一
等
教
師
の
補
任
が
与
え
 ろ
 

一
等
教
師
へ
の
道
を
さ
ら
に
大
き
 

@
 
笏
 @
 

詣
 し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
年
 あ

る
。
 け
 本
山
僧
堂
に
準
ず
る
尼
僧
堂
の
設
置
。
㈲
 現
 在
 の
 宗
 会
議
員
選
挙
へ
の
批
判
。
㈲
手
旗
資
格
 

五
十
一
年
僧
堂
堂
 長
 会
議
に
て
愛
知
専
門
尼
僧
堂
か
ら
 上
 中
書
が
提
出
さ
れ
た
。
曹
洞
宗
に
お
い
て
 

あ
る
が
、
尼
僧
に
は
本
山
僧
堂
に
準
ず
る
も
の
が
な
い
。
 た
と
え
大
学
院
を
卒
業
し
尼
僧
堂
へ
入
っ
て
 

れ
る
の
み
で
、
あ
と
は
特
殊
安
居
、
 詠
 讃
歌
道
、
経
歴
 に
よ
っ
て
一
等
教
師
に
進
む
し
か
道
は
な
い
。
 

く
 開
く
よ
う
、
 四
 尼
僧
堂
の
う
ち
 一
ケ
 所
を
、
本
山
僧
 堂
 に
準
ず
る
も
の
と
し
て
認
可
す
る
こ
と
を
 中
 

尼
僧
団
が
目
標
と
し
て
き
た
、
教
育
の
機
会
均
等
の
延
 長
 線
上
の
も
の
で
あ
る
 0
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の は 正 長 と で、 

青旗の ではな あった 期にか 対象を い歴史 記され き る 。 
四 問題は く、戸 ものの けて、 妻帯が 的事実 ている そこで 

の 

で た た   治以 せず、 % 明治後 問 ども あ 陽 助 上 
予 期 題 降 
供 に と に る か、 今治 に 
1l.i  は し 限 な 違 は 
徒 半 は っ い 法 じ 

弟 散 じ て か で ま 
と の め み が は っ 

い 僧 て る 管 あ た 

長 、 るも がの と、青 形で う 侶が 妻 いる。 門 妻 で 
後 備 明 扶 助 子 な 
縦 し 治 の 
者 て 五 処 ののく 資 あ 、 
と い 年 遇 格 る 戒 

基 持 律 
した てと 公 認遇 待 準 は を 
諾 い さ は と " 規 
め わ れ   し そ 定 
ら れ た し て の し 
れ る 僧 だ 争 射 た 
て 。 侶 い わ 劾 奏 
い し の に れ は 老 
た か 婚 妻 る そ の 
倒 し 姻 帯 こ の ィ曽 

も 寺 は が と 妻 尼 

許努窃蔽 
も 号 令 
あ に に 

。 地 期 化 
「 位 に し まで 与えり、 
明 は 各 た 妻 な さ 

帯 け か 
と れ の 明治後 仏教 治 必ずし 宗から そ ば ば 

に も 反 期 の な る 
族 父 対 か 保 ら こ   

すの行持 る中線 っ 怯 が 出こ れに 尼僧 での を辿 危機 問題 家裁 対す り、 感と 点の 団の 

の の 現 、 す 建 る 宗務 結果対立 左 に 建前 りか 前を 

は で い と え く 当 
  は た し で ず 局 

こ あ っ て あ さ の 
め る て 由 り ぬ 答   
所 仏 頂 を な 尼 族 
産 教 で 考 い 僧 の 
と を の え と と 住 
い 基 べ る い 守 城 

え 本 る 男 ぅ 族 資 
ょ と 寺 僧 論 は 格 
ぅ す 族 の 評 厳 が   

団 位 の え 区 ら 

体 向 ズ て 別 れ 

                      い るれ さて い 
矛 権 表 。 て な 
盾 利 画 こ い い 
を 拡 仕 れ る 現 在 、こ 大は、露呈さ したも は名実 という 

せ 女 の と も の 
る 性 と も の よ 

こ の 考 に で う 

と 地 え 出 あ な 
に 忙 ら 蒙 っ 発 

集団れる 向上もな たあ 0@  想 は 
る と 。 と こ 不 

。 ぃ 以 し れ 適 
出 う 後 て に 当 

  
行 れ 平 の 団 門 

  



げ
 
る
 み
じ
め
さ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
多
く
の
妻
は
 

娼
妓
の
古
手
や
社
会
の
売
れ
残
り
で
あ
り
、
情
婦
で
あ
っ
 

て
 主
婦
で
な
い
。
正
妻
は
な
 

即
き
な
Ⅱ
。
宗
門
の
し
き
た
り
に
遠
慮
し
た
内
縁
の
 

ゑ
 
お
に
く
 
、
自
分
の
死
後
の
妻
子
の
始
末
を
つ
げ
ず
、
 

@
7
-
 

後
 

 
 

な
え
て
も
、
家
庭
布
教
は
で
例
は
数
多
く
あ
っ
た
と
考
え
（
 

 
 
 
 
 
 

逸
 ら
れ
る
。
し
か
し
出
家
仏
教
の
建
前
か
ら
舌
ロ
え
ば
、
 

寺
院
は
住
居
で
な
く
、
こ
の
矛
盾
の
中
、
寺
 

族
 保
護
は
 
各
宗
派
の
問
題
と
な
っ
て
 

い
 

吠性 宗教者 

9  、 明が 人 

  
資 住 む 
質 織 す 
向 の る 
上 妻 よ 

ほ の う 

は 地 に 
ま 位 な 
ず の っ 

そ 低 た父 
の さ 。 @ 
生 は 
活   
保 宗 
証 制 
が 上 
前 非 
提 公   
っ あ 
た っ 

  ナ - Ⅰ 

明 こ 

治 四 と " 
十 敗 
四 府 
年 の 
丸 妻 
山 帯 

許可 生は 

「 ひ， し 

ィ曽 な 
侶 じ 

萎 め 

廿市腔祠ヰんムリよ、 
」 つ 

の た 

中 世 
で 間 
  の 

寺 評   
家 に 

庭 も 

の よ 

や
 、
各
寺
院
間
の
相
互
扶
助
の
思
想
が
盛
ん
に
な
り
、
 先
 代
 住
職
の
遺
族
を
追
い
出
さ
ず
、
保
護
す
る
方
針
を
取
 る
よ
う
 に
な
り
、
し
だ
 

い
に
高
等
教
育
を
受
け
た
子
女
が
寺
院
に
嫁
ぐ
 よ
う
 に
 な
 り
 、
明
治
四
十
年
頃
か
ら
起
っ
た
仏
教
婦
人
会
は
 、
実
 力
 あ
る
寺
院
住
職
の
夫
 

資
質
に
問
題
の
多
か
っ
た
者
も
い
た
。
乗
馬
 は
 、
寺
院
 の
 住
職
に
正
式
の
妻
が
あ
っ
て
も
よ
く
な
っ
た
明
治
期
に
 お
い
て
も
、
夫
の
死
後
 

生
活
の
保
護
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
良
家
の
女
子
は
寺
 院
の
妻
と
し
て
 嫁
 す
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
 そ
 の
後
生
命
保
険
の
普
及
 

べ
て
い
る
。
中
に
は
妹
で
あ
る
と
偽
っ
て
同
棲
し
た
り
、
 

通
い
妻
で
あ
っ
た
り
し
た
も
の
も
し
た
 

@
 
 

、
、
 

0
@
5
@
 

，
 
-
 妻
帯
が
公
認
 さ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
 

と
は
い
え
、
社
会
的
に
は
住
職
の
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
 

る
に
い
た
ら
ず
、
日
陰
者
的
存
在
が
多
か
っ
た
明
治
期
の
 

寺
族
は
 、
教
育
程
度
や
 

が
や
か
ま
し
い
の
で
公
然
と
結
婚
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
 表
 向
は
無
妻
を
装
っ
て
妻
は
裏
口
か
ら
出
入
り
し
て
い
 た
と
当
時
の
状
況
を
述
 

肉
食
妻
帯
二
を
著
し
た
喜
田
貞
吉
に
よ
る
と
、
寺
に
小
 母
さ
ん
と
 よ
 ば
れ
る
夫
人
が
居
て
、
俗
家
の
妻
の
ご
と
く
 ふ
る
ま
い
、
公
然
と
 檀
 

信
徒
の
世
話
を
し
て
い
た
が
、
世
間
か
ら
は
認
め
ら
れ
 て
お
ら
ず
、
住
職
と
の
間
は
民
法
上
で
は
私
通
関
係
で
あ
 り
 、
子
供
は
戸
籍
上
 私
 

@
 
勿
 -
 

生
児
で
あ
り
、
父
親
の
こ
と
を
「
和
尚
さ
ん
Ⅰ
と
よ
ん
 で
、
徒
弟
の
名
目
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

ま
た
「
明
治
仏
教
と
婦
人
運
動
」
を
書
い
た
夫
馬
た
つ
 は
 、
明
治
十
五
、
六
年
頃
に
は
四
割
か
五
割
は
家
庭
を
作
 っ
て
い
た
が
、
檀
家
 



曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
妻
帯
禁
止
の
建
前
と
寺
 族
 規
程
 の
 両
立
が
み
ら
れ
る
。
明
治
三
十
四
年
宗
制
三
号
九
条
で
 、
妻
帯
は
は
っ
き
り
 

と
 否
定
さ
れ
て
い
る
。
 

「
寺
院
中
二
女
人
 ヲ
 寄
宿
セ
シ
ム
 可
 ラ
ス
」
行
政
上
 ニ
 ハ
 僧
侶
 ノ
 妻
帯
 ヲ
妨
ケ
 サ
ル
コ
ト
明
治
五
年
第
百
三
寸
 二
号
 ノ
 公
布
ア
レ
 

ト
 モ
君
八
宗
規
 ノ
 範
囲
内
二
関
係
 ヲ
 文
ホ
 サ
 サ
ル
コ
ト
 明
 治
 十
一
年
二
月
内
務
省
番
外
連
二
朗
ナ
リ
 
故
二
 宗
規
 ハ
 依
然
僧
侶
 ノ
 妻
帯
 

ヲ
 禁
止
 ス
 
政
教
 已
 二
区
別
ア
リ
 他
ノ
 干
渉
 ヲ
脱
 シ
テ
 独
 立
ノ
 機
運
 二
 傾
向
セ
シ
以
上
 ハ
奮
テ
 宗
規
 ヲ
格
守
ス
ヘ
 シ
尼
庵
 二
男
子
 ヲ
 

寄
宿
セ
シ
メ
タ
ル
モ
本
岡
 シ
 

そ
の
後
曹
洞
宗
に
お
い
て
、
青
旗
規
程
は
な
い
が
、
 大
 正
 十
三
年
に
曹
洞
宗
寺
院
住
職
後
任
候
補
者
登
録
法
が
制
 定
 さ
れ
て
お
り
、
 住
 

職
の
妻
帯
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 法
 ぬ
 以
上
の
寺
院
住
職
は
あ
ら
か
じ
め
後
任
候
補
者
を
登
録
 申
請
で
き
、
住
職
死
亡
 

-
 
鴉
 -
 

後
五
年
以
内
に
住
職
と
な
れ
る
者
で
あ
れ
ば
、
兼
務
 住
 職
 に
そ
の
育
成
を
義
務
づ
げ
て
い
る
。
 

こ
の
後
任
住
職
問
題
が
宗
制
に
表
れ
る
 よ
 う
に
な
っ
た
の
 は
 、
寺
院
の
世
襲
化
が
進
み
、
二
代
目
の
時
期
に
さ
し
 か
か
っ
た
た
め
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
昭
和
十
年
 
円
 曹
洞
宗
 宗
勢
 要
覧
口
を
見
る
 と
 。
全
国
曹
洞
宗
寺
院
 一
 三
、
 0
 四
三
 ケ
 寺
中
入
 0
 賭
が
 、
青
旗
有
の
報
告
を
お
 

こ
 な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
寺
 族
 が
問
題
と
さ
 れ
た
の
は
、
後
継
ぎ
で
あ
る
子
息
た
る
住
職
の
保
証
 問
 題
 で
あ
っ
た
。
住
職
の
 

ど
の
程
度
が
正
式
の
結
婚
を
し
て
い
た
か
の
統
計
は
な
 い
が
、
多
く
の
場
合
子
息
を
法
脈
上
の
弟
子
と
し
て
得
度
 し
て
お
り
、
後
任
住
職
 

青
旗
規
定
が
何
ら
か
の
形
で
宗
法
上
に
あ
ら
わ
れ
た
の
 は
 、
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
早
い
の
 は
 浄
土
宗
で
あ
り
、
 

住
職
死
亡
後
十
年
以
内
に
住
職
と
な
れ
る
者
が
お
れ
ば
、
 こ
れ
を
候
補
者
と
認
め
て
い
る
。
後
継
者
が
 寺
 族
の
中
 

に
な
い
時
は
、
土
地
や
 

保
護
金
を
与
え
、
そ
の
生
活
保
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
 同
 様
の
規
程
は
、
大
正
十
年
新
義
真
言
宗
豊
山
派
に
 、
大
 五
十
五
年
古
義
真
言
宗
 

 
 

で
は
、
生
命
保
険
加
入
奨
励
規
程
を
宗
務
所
の
補
助
金
 つ
 き
で
設
け
て
い
る
。
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近代仏教に 

第 
現 一 曹 
二 条 洞 

寺 " 。 Ⅰ " く 

院 本 寺 
叉 焼 族 
。 程 規 
教 二 定 
金 寿 

二族 居 ト部 （ 
住 " 分 
ス 木 ） 

めホ レモノ 届旧 
ノ イ 呂   
謂 配 
ブ イ 昌 

者 

（ 内 
縁 
  
含 
  
） 

及 
住 
職 
又 
  
教 

会主 

管 
者 
  
近 
親     

属 
ス 
ノン 

有 
髪 
  
女 
    
  
テ 
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儂
る
 。
時
局
と
は
い
え
、
青
旗
対
策
は
き
わ
め
て
 

迅
 速
 で
あ
っ
た
。
 

お
 

侯
 捕
者
の
保
護
は
、
間
接
的
に
そ
の
母
親
の
保
護
に
も
 な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

青
旗
婦
人
の
保
護
は
こ
の
よ
う
に
消
極
的
な
形
で
し
か
 行
 な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
婦
人
の
存
在
を
 い
 や
が
お
 ぅ
 で
も
認
め
、
活
用
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
戦
争
と
い
う
 非
 常
時
体
制
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
尼
僧
の
錬
 成
 会
が
開
か
れ
た
同
時
 

期
 、
永
平
寺
に
お
い
て
青
旗
婦
人
錬
成
会
が
開
か
れ
た
 。
こ
れ
に
は
全
国
各
宗
務
所
選
出
の
約
一
二
 0
 名
の
寺
 族
 婦
人
が
参
加
し
た
。
 錬
 

成
 会
は
三
日
間
続
き
、
本
山
高
僧
の
講
話
、
寺
 族
 婦
人
 の
た
め
の
得
度
 式
 、
掛
絡
が
行
な
わ
れ
た
。
錬
成
会
の
 目
 的
は
 、
戦
時
の
精
神
高
 

揚
と
 、
兵
隊
に
召
集
さ
れ
た
 男
僧
 住
職
寺
院
の
留
守
を
 守
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
錬
成
会
後
に
一
手
旗
婦
人
か
 ら
 、
住
職
の
代
務
が
で
 

き
 る
 よ
う
 に
と
い
う
希
望
が
出
さ
れ
た
。
 

女性宗教者 

翌 
寺 
族 ・・・： 一九年 今 大なら 教師の 、宗 く 錬 回の 資格宗務しむ 「 ヰ ョこ 

成 
ム ム 

而 る を 於 錬 感 
相心   

曹 と て 地 の 分 
洞 思 、 戴 方 記 蔵 出 完守 ひま き、 檀信 倉 に 幸枝 。嫉視 す - ㏄ - 宗門 徒に 私の 

程 に 接 希 

を発 

お す 望 
げ る と 

布 る 簡 し 

し、 第 単 て 

  ま、 な低一県 % 
定 部 事 戦 
の 
講 

陵 戸 争 

習 と しの 忌の 苛 
を て 女口 酷 
受 活 き 下 
け 勤 は に 

ナ、 Ⅰ さ 、 当 
者 し 守 り 

ル l ヒ @ Ⅰ て 族 男 
戴 婦 僧 

得 い 人 の 

度、 た に 補 
な 一 欠 

尼 ら 定 と 

皆目 Ⅰ ｜ ば の し 
位 
の 

授 、政 勝 て …… 指定詰 

与 ち 習 府 
等 ぬ を に 
を く 受 お 
， 一 - Ⅰ - 自 三 力 け げ 
可 を さ る 
し 

ナ ・ し 応急 よ り せ、 
の 一 右 策 
で ・ 層 髭 の 
あ 韻 尾 如 



第
二
条
手
旗
ハ
管
長
 ニ
就
テ
親
 シ
ク
得
度
セ
シ
ム
 

第
四
条
第
二
条
 ノ
 得
度
 式
ヲ
了
シ
 
三
条
 ノ
 青
旗
特
別
 講
習
会
 ヲ
 修
了
 シ
又
ハ
之
ト
 
同
等
以
上
 ノ
 実
力
 ヲ
有
 ス
ル
 考
ト
認
定
シ
タ
ル
 者
 

二
 シ
テ
高
等
女
学
校
卒
業
 又
ハ
之
ト
 
同
等
以
上
 ノ
 学
力
 ヲ
 有
シ
 ：
・
・
・
・
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
陰
 

妻
ヲ
要
セ
ズ
 
シ
テ
 願
出
 
ニ
 依
り
青
旗
僧
籍
 

簿
二
 登
録
 シ
 得
度
登
録
 章
ヲ
 授
与
 ス
 

第
六
条
登
録
者
 
ハ
 法
要
儀
式
 二
 参
列
 シ
之
ヲ
 補
佐
 ス
  
 

こ
れ
に
よ
り
、
 
寺
 族
は
住
職
の
留
守
 文
ハ
 後
任
住
職
が
 育
っ
ま
で
、
兼
務
住
職
の
助
け
せ
受
け
う
 つ
 も
寺
院
の
経
 営
を
行
な
え
る
保
証
 

を
 得
た
の
で
あ
る
。
住
職
配
偶
者
に
お
い
て
内
縁
の
者
 を
 認
め
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
正
式
の
妻
と
し
 て
 入
籍
せ
ず
に
 
い
 た
者
 

が
 多
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
 有
髪
尼
僧
は
尼
上
座
、
 

除
髪
 を
し
た
者
は
、
三
級
 尼
 教
師
 が
 許
可
さ
れ
、
陰
妻
 の
 

上
 改
名
し
た
者
に
は
、
正
式
の
尼
僧
の
許
可
が
お
り
た
  
 

非
常
時
体
制
の
下
便
宜
的
に
与
え
ら
れ
た
 寺
族
 婦
人
の
 権
利
は
、
既
成
事
実
と
し
て
、
戦
後
の
新
宗
制
へ
移
行
 
さ
れ
た
。
新
宗
制
で
 

は
 、
戦
後
の
男
女
同
権
の
世
相
に
も
影
響
さ
れ
、
青
旗
 の
 保
護
教
養
に
も
、
積
極
的
な
措
置
が
取
ら
れ
た
。
そ
の
 一
つ
が
手
旗
代
表
に
住
 

職
 死
亡
後
の
後
任
承
認
拒
否
権
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
 ま
た
青
旗
登
録
に
お
い
て
、
 

寺
 族
は
住
職
の
戸
籍
上
の
 家
族
で
あ
る
こ
と
が
 義
 

務
づ
 げ
ら
れ
た
。
戦
後
内
縁
の
妻
が
こ
の
期
に
正
式
に
 入
籍
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
 

手
旗
登
録
 

第
四
百
二
十
八
条
住
職
主
管
者
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
 
当
該
寺
院
教
会
ハ
具
 ノ
 手
旗
 ヲ
 保
護
ス
ル
ノ
義
務
 ヲ
有
 ス
 

第
四
百
三
十
一
条
手
旗
 二
 シ
テ
 寺
族
 得
度
規
定
三
伏
 リ
 得
度
 シ
 、
青
旗
僧
籍
簿
 二
 登
録
 ヲ
了
シ
其
ノ
 
代
表
 ヲ
定
 メ
タ
 ヤ
 百
ハ
、
住
職
 

主
管
者
死
亡
 ノ
際
其
ノ
 後
任
申
請
書
二
八
 
必
ス
其
ノ
代
 表
着
 ノ
 同
意
書
 ヲ
 添
付
 ス
ヘ
シ
 
@
 
ュ
、
 

2
-
 

寺
 族
の
権
利
拡
大
は
、
戦
時
下
の
男
僧
寺
院
の
留
守
を
 守
る
補
佐
役
に
対
し
て
、
教
団
側
の
措
置
と
し
て
進
め
ら
 ね
 、
終
戦
後
の
民
主
   



 
 

得
度
 セ
ズ
 

Ⅰ
 
ハ
 、
三
一
一
 

代
 

近
 

妻
高
等
女
学
校
卒
 
三
 、
八
三
七
 

主
義
の
世
相
と
女
性
の
地
位
向
上
と
い
う
時
代
の
流
れ
 

の
中
で
、
実
現
し
て
い
っ
た
。
昭
和
二
十
五
年
宗
務
庁
 

は
 曹
洞
宗
保
険
な
る
計
画
 

を
 建
て
、
契
約
目
標
二
十
億
円
を
め
ざ
し
、
全
国
の
寺
 

院
 に
保
険
加
入
を
勧
め
た
。
寺
院
経
営
の
基
盤
安
定
、
寺
 

族
の
援
護
、
 
檀
 信
徒
の
 

-
 
㏄
 @
 

水
仕
福
祉
が
そ
の
効
用
と
し
て
説
か
れ
た
。
 

寺
 族
の
地
位
の
安
定
は
さ
ら
に
進
み
、
昭
和
二
十
 

セ
年
 曹
洞
宗
手
旗
規
程
が
あ
ら
た
に
出
さ
れ
た
。
 

曹
洞
宗
青
旗
規
程
（
部
分
）
 

第
二
条
住
職
が
死
亡
し
た
時
は
当
該
寺
院
は
そ
の
 
寺
 族
を
保
護
す
る
義
務
を
負
 
う
 も
の
と
す
る
。
 

第
七
条
手
旗
代
表
の
登
録
あ
る
寺
院
の
住
職
が
死
亡
 
し
 、
後
任
住
職
申
請
の
任
命
を
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
 

青
旗
代
表
の
同
意
を
 

得
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

@
 
何
 @
 

第
八
条
 
寺
 族
は
教
区
ご
と
に
青
旗
会
を
組
織
し
 

少
く
 と
も
年
一
回
以
上
青
旗
特
別
講
習
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

こ
の
 寺
 族
の
優
遇
と
 拾
頭
は
 、
前
項
で
述
べ
た
よ
 
う
 に
 、
 三
十
年
代
に
入
る
と
、
し
だ
い
に
尼
僧
団
の
中
で
問
題
 

に
な
る
 よ
う
 に
 な
 

る
 0
 こ
の
三
十
年
代
の
寺
族
の
状
況
は
、
統
計
的
に
は
 

次
の
通
り
で
あ
る
。
 

寺
院
総
数
一
一
、
四
九
四
 ケ
寺
 

者
 

 
 

院
 ）
 

な
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高
等
小
学
校
卒
 
二
 、
一
一
二
 

妻
が
活
動
し
て
い
る
二
、
三
 00
 

活
動
し
て
い
な
い
人
、
一
二
九
 

妻
の
活
動
内
容
 

寺
務
補
佐
六
二
五
 

婦
人
会
役
員
四
九
九
 

農
耕
三
 0
 
二
 

教
職
員
二
 0
 
二
 

保
育
園
職
員
一
九
八
 

裁
縫
指
導
一
四
五
 

民
生
委
員
九
四
 

他
 P
T
A
 
、
助
産
婦
、
保
健
婦
等
 
@
5
@
3
 

現
在
の
と
こ
ろ
手
旗
婦
人
に
は
、
住
職
資
格
は
認
め
ら
 れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
補
佐
役
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
 。
 し
 

の
 教
育
程
度
の
高
学
歴
化
や
そ
の
資
質
向
上
に
っ
 ね
 、
 資
 格
 拡
大
が
将
来
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
 。
ま
た
 

剃
髪
し
て
尼
僧
と
な
り
、
子
供
の
住
職
と
と
も
に
寺
務
 に
 励
む
と
い
う
ケ
ー
ス
も
考
え
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
 従
来
の
 

は
 異
な
る
尼
僧
の
出
現
と
な
り
、
尼
僧
の
定
義
も
変
容
 せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
在
家
型
尼
僧
の
延
長
線
上
 ケ
 
こ
ま
 
@
 「
 

り
 、
ま
た
現
代
の
多
く
の
男
 僧
 の
よ
う
に
、
家
庭
と
 僧
 職
の
両
立
を
行
な
 う
 尼
僧
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
点
 を
 考
え
 

問
題
に
は
、
将
来
の
女
性
宗
教
者
と
で
も
 言
 5
 他
 な
い
、
 多
様
な
女
性
の
生
き
方
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
 よ
う
  
 

か
し
手
旗
婦
人
 

住
職
死
亡
後
、
 

出
家
型
尼
僧
と
 

有
髪
尼
僧
が
あ
 

る
と
、
手
旗
 の
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近代任 

れ
を
受
け
入
れ
る
 よ
う
 に
社
会
の
女
性
観
が
変
化
を
見
 せ
 は
じ
め
て
い
る
現
代
、
尼
僧
の
生
き
方
も
、
ま
た
そ
れ
 を
 反
映
し
た
も
の
と
な
 

ろ
 う
 。
 

39@ ( 

 
 

如
職
 未亡
人
の
よ
う
な
立
場
で
な
く
、
余
生
を
尼
僧
 と
し
て
過
す
た
め
修
行
を
つ
む
者
も
い
よ
う
。
女
性
の
生
 ぎ
 方
が
多
様
化
し
、
ま
た
そ
 

153) 

け
 
在
の
尼
僧
は
、
大
学
、
高
校
等
成
人
し
た
段
階
で
、
 尼
僧
の
道
を
選
ぶ
。
年
配
に
な
り
発
心
し
て
尼
僧
と
な
 っ
 た
り
、
子
供
の
独
立
後
住
 

 
 

明
治
維
新
後
の
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
女
性
 が
 各
界
に
し
だ
い
に
進
出
し
て
い
く
、
地
位
向
上
の
歴
史
 で
も
あ
っ
た
が
、
 こ
 

れ
は
宗
教
界
に
も
あ
て
は
ま
っ
た
。
尼
僧
の
地
位
向
上
 は
、
 俗
を
離
れ
た
と
言
わ
れ
る
出
家
の
世
界
と
い
え
ど
も
 、
そ
の
時
代
々
々
の
 社
 

会
の
潮
流
に
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
、
尼
僧
に
 対
 す
る
考
え
自
体
、
そ
の
当
時
の
社
会
の
女
性
観
を
忠
実
に
 反
映
し
て
い
る
こ
と
を
 

示
し
て
い
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
 寺
 族
の
地
位
に
つ
い
て
 も
 同
様
で
あ
る
。
 

有
髪
・
結
婚
し
宗
教
世
界
に
身
を
お
く
青
旗
婦
人
と
 剃
 髪
 、
未
婚
、
宗
教
の
プ
ロ
と
し
て
人
生
を
送
る
尼
僧
の
両
 者
の
地
位
向
上
が
結
 

果
 と
し
て
、
両
者
を
微
妙
に
相
反
し
た
立
場
に
立
た
せ
 る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
女
性
と
職
業
の
関
り
方
を
考
え
 さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
 

い
る
。
独
身
の
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
と
主
婦
の
社
会
 観
や
 論
理
の
ち
が
 い
 が
、
あ
る
時
は
反
目
を
 ょ
ぶ
 の
と
、
 相
 通
じ
た
立
場
の
差
で
あ
 

る
 。
し
か
し
宗
教
界
に
お
け
る
女
性
問
題
が
、
一
般
社
 会
 と
異
な
る
点
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
団
 が
 建
前
と
し
て
出
家
 仏
 

者
数
の
立
場
を
く
ず
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
そ
 れ
 故
に
、
矛
盾
の
現
れ
方
に
よ
り
複
雑
な
面
が
生
じ
る
 の
で
あ
る
。
 

 
 

と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
は
未
婚
で
あ
る
こ
と
が
尼
僧
の
定
義
 で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
に
お
い
 

姓
て
 、
尼
僧
の
多
く
は
幼
く
し
て
 尼
庵
へ
 入
り
、
 成
 大
 し
、
一
生
独
身
で
尼
僧
と
し
て
人
生
を
送
る
者
が
ほ
と
 ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 現
 

糸 川口 仝 

三五 
口 Ⅰ 
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現
在
結
婚
か
職
業
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
考
え
方
で
、
 女
性
の
生
き
方
を
律
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
く
な
っ
て
 い
 る
 。
さ
ま
ざ
ま
な
 職
 

0
 

 
 

業
 を
も
ち
つ
つ
家
庭
を
に
な
っ
て
い
る
女
性
も
多
い
。
 ゐ
 示
教
を
職
業
と
し
つ
つ
家
庭
を
営
む
と
い
っ
た
形
も
 、
徐
 々
に
あ
ら
わ
れ
て
こ
 
ょ
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ぅ
 。
し
か
し
な
が
ら
宗
教
に
関
し
て
は
、
現
実
の
姿
が
 ど
う
で
あ
れ
、
出
家
と
い
う
型
は
そ
の
理
想
と
し
て
く
 ず
 れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
 

ぅ
 。
俗
の
論
理
と
は
 呉
 る
世
界
の
あ
る
こ
と
が
、
宗
教
 の
 存
在
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
を
身
を
も
っ
て
、
そ
の
生
 き
 方
を
通
し
て
具
現
し
て
 

見
せ
る
の
が
宗
教
家
の
真
の
使
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
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位
果
 ）
の
中
に
、
い
く
つ
か
の
定
型
的
な
表
現
を
用
い
 て
 、
そ
の
様
相
が
判
然
と
示
さ
れ
て
い
る
。
 

ぬ
 修
習
の
戦
果
、
利
益
の
殊
勝
な
る
状
態
を
顕
示
す
る
 段
 、
す
な
わ
ち
世
親
の
十
地
経
論
の
科
文
に
従
え
ば
、
 果
 利
益
 勝
 
（
校
量
勝
方
「
 
   

 

菩
薩
の
修
行
段
階
が
漸
進
す
る
過
程
は
、
も
と
よ
り
 十
 ぬ
の
 各
段
階
の
内
容
に
見
る
べ
ぎ
で
あ
る
が
、
経
典
構
成
 上
か
ら
い
え
ば
、
 
各
 

 
  

 

十 る 本 
地 。 経 

    
ほ で そ 
お 本 の 
げ 稿 菩 

薩の境 行相 る 、十 は 

の 地 種 

が 十の 構造、 の修道 

既 読 階   

く 障と すな 貫 に 、 
そ い ね そ 
の て ち の 

超 い 十 修 
  克 る 地 道 

（ 主 を の   面 う に   
目 い 右 @   か べ 深 宮 

らき化利 孝も 、 利 
察 の 進 他 
を が 展 （ 
誠 な す 自 

み れ る 覚 
た で 様 覚 
ぃ あ 相 地 

。 る を ） 

か 教 を 
を 赤 日 

究 す ぎ 
明 る す 
す こ 大 

乗菩 るた とを 

め 目 薩 
に 的 で 

、 と あ 
世 し っ 

観 て て 
の い   

ハ
 
ー
 @
 

ア
ビ
 
ダ
ル
マ
の
諸
種
の
実
践
徳
目
を
包
含
 し
 、
 戒
定
彗
ギ
 一
 学
を
基
調
と
し
た
新
し
い
大
乗
修
道
論
が
展
開
さ
れ
て
 い
る
。
い
 う
 ま
で
も
な
 

大
南
 
龍
昇
 

十
地
経
の
十
地
 税
は
 、
従
前
の
 ア
ビ
 ダ
ル
マ
の
修
行
道
 に
 代
わ
る
大
乗
独
自
の
修
行
道
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
 、
そ
こ
に
 
ァ
 ゴ
ン
、
 

十
地
経
論
に
お
け
る
行
相
の
 

｜
 十地
と
十
 障
｜
 

構 
造 



で
、
三
昧
と
現
前
す
る
 

の
境
地
が
深
化
し
て
ゆ
 

地
の
進
展
と
即
応
さ
せ
 

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
 

と
こ
ろ
で
、
菩
薩
の
 

地
の
発
展
段
階
に
お
い
 諸

仏
の
数
量
が
地
を
追
っ
て
次
第
に
増
加
さ
れ
て
ゆ
く
 の
は
、
菩
薩
の
行
位
の
高
ま
り
と
同
時
に
、
菩
薩
の
三
 昧
 

く
こ
と
の
具
象
的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
以
上
、
十
 ぬ
 経
は
十
波
羅
蜜
、
十
自
在
 王
 、
三
昧
見
仏
の
獲
得
を
 十
 

な
が
ら
、
定
型
的
な
説
示
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
菩
薩
階
位
進
展
の
あ
り
よ
 う
 を
具
象
的
に
表
現
し
 て
 

き
よ
う
。
 

十
地
説
が
ど
の
よ
う
な
基
本
構
想
の
も
と
に
展
開
さ
れ
 て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
菩
薩
が
 十
 

て
 大
転
換
の
契
機
を
む
か
え
る
の
は
、
縁
起
の
様
相
を
十
 種
 に
観
察
し
、
三
界
唯
心
を
悟
得
す
る
第
六
現
前
 地
に
 

第
二
は
、
各
地
を
修
行
し
た
菩
薩
が
、
在
家
・
出
家
の
 両
様
の
菩
薩
と
し
て
果
を
得
る
と
説
く
。
こ
の
中
、
在
家
 菩
薩
の
身
を
 

6
 者
は
、
初
地
に
は
閻
浮
提
 主
 と
し
て
、
二
地
に
は
 転
 輪
 聖
王
、
三
施
に
は
帝
釈
天
王
、
四
地
に
は
 蘇
 夜
摩
天
王
 、
五
地
に
は
 珊
 

天
王
、
六
地
に
は
 妙
 仏
天
王
、
七
 地
 に
は
自
在
天
王
、
八
 地
 に
は
一
千
世
界
の
大
梵
天
王
、
九
地
に
は
二
千
世
界
 の
 大
梵
天
王
、
 

は
 大
自
在
天
王
と
な
っ
て
お
の
お
の
菩
薩
行
を
行
ず
る
と
 す
る
。
各
地
の
在
家
菩
薩
が
、
十
自
在
者
と
し
て
十
世
 界
を
支
配
す
る
 

こ
の
経
説
は
、
十
地
 経
 の
 変
 木
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
 

-
2
 
）
 

経
 題
し
 p
m
p
 

ヴ
 ぽ
白
日
 
乙
づ
 
p
q
O
 
 

コ
ゆ
日
倖
 
日
の
甘
ゆ
 

せ
囲
コ
 
が
の
 口
田
 
q
p
 
q
 

欝
侍
コ
ド
 
Ⅱ
 
ゆ
 養
す
 

自
在
者
と
名
づ
け
る
大
乗
経
の
宝
主
」
）
と
し
て
採
択
さ
 
れ
て
い
る
が
、
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
仏
伝
中
、
誕
生
 
後
の
釈
尊
が
 セ
 

ラ
モ
ン
 よ
 り
そ
の
将
来
に
お
い
て
転
輪
聖
王
と
な
る
か
 仏
 陀
 と
な
る
か
、
す
な
わ
ち
在
家
の
壬
と
な
る
か
出
家
の
 王
 と
な
る
か
を
 

 
 

れ
た
故
事
の
大
乗
的
展
開
で
も
あ
ろ
う
。
 

第
三
は
、
出
家
菩
薩
が
最
勝
な
る
業
と
し
て
の
三
昧
を
 獲
得
し
、
見
仏
す
る
と
説
く
と
こ
ろ
の
定
型
 丈
 に
お
い
 て
で
あ
る
 0
 
,
 

  
の     （ と 士 都 得 

中 予言さ たあ ，うぐ ｜ 「十地 いう 地に 史 各 

蜜 に 
がこ は 

成 布 
就 施 

  
  
す 干 
る 波 

。 羅 
蜜 
中、 

最勝 

であ 

り、 

以 
下、 

第 
十 
地 
ケ @ し 

は智 

波 
羅 
蜜 

を 

最勝 

と 

す 
る 

と 

し 
て 

十 
地 
v@ ヒ 

わ 
ナ - Ⅰ 

  
て 

諸 
波 
羅 

(158) 

そ
の
第
一
は
、
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
 

智
 慧
 ・
方
便
・
 

願
 ・
 
力
 ・
智
の
十
波
羅
蜜
を
十
地
に
配
当
 

す
る
も
の
で
、
初
地
 
4
 



と
こ
ろ
で
、
菩
薩
が
自
利
利
他
二
行
を
実
践
す
る
舞
台
、
 す
な
わ
ち
場
は
、
衆
生
の
迷
 い
の
 
世
界
の
真
理
（
世
俗
 諦
 ）
と
そ
れ
に
相
即
 

す
る
悟
り
の
世
界
の
真
理
（
勝
義
也
と
い
う
二
重
構
 
吐
 
迫
 を
も
つ
真
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
 0
 
こ
の
二
重
の
真
理
 に
 対
し
て
、
菩
薩
が
ど
 

の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
迷
い
の
世
界
が
悟
り
の
世
界
に
転
 換
 、
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
か
が
、
菩
薩
の
十
地
説
に
一
貫
 す
る
基
本
思
想
で
も
あ
 

る
 。
近
年
、
十
地
経
の
十
地
税
 は
 
「
菩
薩
道
の
現
象
学
」
 
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き
仏
教
思
想
で
あ
る
と
提
唱
さ
れ
て
 い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
 

れ
ば
、
十
地
 経
 の
曲
木
構
造
を
 コ
 ま
よ
い
の
共
同
体
・
 一
 と
「
さ
と
り
の
共
同
体
・
 一
 と
い
う
「
ひ
と
ま
ず
は
区
別
さ
 れ
る
二
重
の
い
わ
ば
 共
 

止
姐
 

嘩
 

同
体
的
真
理
を
自
党
し
 、
 実
現
し
て
い
く
こ
と
 
-
7
-
 

1
 
一
 と
 
把
 え
る
が
、
こ
の
指
摘
 は
 、
同
時
に
、
大
乗
菩
薩
道
の
 理
念
と
実
践
の
あ
り
よ
 う
 を
 

行
 

適
確
に
押
え
た
卓
見
と
三
口
っ
て
よ
し
と
こ
ろ
で
 @
 
」
の
よ
う
な
十
階
梯
を
た
ど
っ
て
実
現
さ
れ
る
菩
薩
道
の
 漸
進
深
化
の
様
相
は
、
な
に
 

目
 

 
 

幸
小
 

ぬ
 

が
し
か
の
点
検
を
紐
 て
 確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
で
あ
ろ
う
。
十
地
緯
は
そ
れ
に
応
ず
る
規
範
た
る
べ
 ぎ
 独
自
の
行
相
の
構
造
を
も
 

 
 

 
 
 
 
 
 

捷
 

っ
て
そ
の
菩
薩
道
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

経
 

 
 

 
 

 
 

十
 

 
 

分
別
智
の
完
成
を
意
味
す
る
段
階
と
し
て
 担
 え
ら
れ
て
 
い
る
。
 

お
い
て
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
十
地
に
十
波
羅
蜜
が
 配
 当
 さ
れ
、
各
地
の
得
果
の
特
性
が
強
調
さ
れ
て
も
い
る
 が
 、
十
波
羅
蜜
の
す
べ
 

て
が
同
時
に
完
成
、
具
備
さ
れ
る
の
が
第
七
遠
行
 地
で
 あ
る
。
そ
こ
に
は
、
十
波
羅
蜜
の
内
容
が
簡
海
に
の
べ
 ろ
 ね
 、
般
若
波
羅
蜜
と
は
 

 
 

「
一
切
法
が
自
性
と
し
て
不
生
で
あ
る
こ
と
を
現
前
に
さ
 と
る
さ
と
り
で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

十
地
と
十
波
羅
蜜
と
の
関
係
が
菩
薩
の
証
得
す
る
智
の
 作
用
の
面
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
唯
識
文
献
に
お
い
て
 で
あ
る
。
 玄
 英
訳
 摂
 

大
乗
論
巻
セ
に
お
い
て
、
（
 

5
@
 
 

世
親
は
 、
 前
の
六
 油
羅
蜜
は
 根
本
無
分
別
智
で
あ
る
般
若
波
羅
蜜
に
摂
せ
ら
れ
、
後
の
 日
 波
羅
蜜
は
、
無
分
別
 

後
得
智
に
摂
せ
ら
れ
る
と
説
く
。
十
地
経
に
、
第
六
 現
一
 
刊
地
 が
十
波
羅
蜜
中
で
般
若
波
羅
蜜
を
最
勝
と
す
る
所
説
 は
 、
こ
こ
で
は
根
本
 無
 



 
 

師
の
役
は
、
大
乗
菩
薩
が
 任
ぅ
 こ
と
に
な
る
。
 

る ，一 行 程に これら 十地思 の願性 の曲Ⅰ吋が 、 とこ 菩薩 経典 

対
す
る
見
通
し
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
 

は
こ
の
よ
う
な
菩
薩
道
の
指
導
者
と
し
て
の
菩
薩
を
隊
 荷
主
に
 楡
え
 、
周
到
な
用
意
を
重
ね
て
衆
生
を
一
切
智
性
 に
 到
達
せ
し
め
 

の
あ
り
方
を
隊
商
主
が
隊
商
を
無
事
に
目
的
地
に
導
く
 状
況
に
 楡
 え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

薩
 、
転
輪
王
等
の
讐
 楡
 と
し
て
、
阿
含
経
典
以
来
用
い
 ら
れ
て
い
る
。
 

想
を
説
く
先
駆
的
経
典
で
あ
る
仏
伝
 
目
 a
 甘
 ゆ
せ
 
の
の
 
日
 
（
 
大
 事
 ）
で
は
、
菩
薩
の
修
行
段
階
を
四
期
に
分
け
て
、
 

自
 性
行
っ
 q
p
F
q
 

（
 
@
 

願
 性
行
り
あ
甘
口
 甘
卸
泰
 a
3
%
 宙
巨
 ）
。
 

n
p
q
 

せ
ゆ
 
、
傾
性
行
 省
三
。
 日
 a
c
a
r
 

舌
 、
 乾
 性
行
 
P
 ま
ま
ユ
目
 p
 。
 
8
%
 卸
と
 し
 、
そ
の
第
二
 

-
 
Ⅱ
 @
 

行
 で
は
、
世
尊
釈
迦
牟
尼
が
第
一
に
善
根
の
願
を
発
し
 
隊
商
の
長
 
4
 曲
 
コ
守
 p
,
 

総
の
留
 

旺
 
と
な
っ
て
願
行
に
あ
 た
っ
た
と
い
う
。
 

は
 仏
陀
世
尊
を
衆
生
の
導
師
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
 

仏
 陀
 の
本
生
が
商
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
 楡
 え
ら
れ
る
が
、
 
十
 地
維
で
は
、
 
導
 

と
 呼
び
か
け
 ろ
 の
は
、
菩
薩
地
の
漸
進
過
程
と
そ
の
内
 杏
ほ
つ
い
て
教
示
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
 そ
 れ
が
一
つ
の
体
系
と
し
 

て
 具
体
化
さ
れ
る
の
は
、
初
地
歓
喜
地
に
お
い
て
で
あ
 っ
て
、
初
地
に
住
す
る
菩
薩
は
、
菩
薩
道
が
円
満
に
完
成
 す
る
た
め
に
必
要
な
全
 

と
を
次
第
し
て
説
く
が
よ
い
。
 

@
8
 

レ
 

  

の 

最 ） 十 
も 青 地 
す 声 経 
ぐ を の 
れ 間 序 

    
た い 章 

一丁 乃 Ⅰ 

造 

@ ま 

  
と 薩 
住 れ @ - 
の珪 十 
サー ド 地 
  
  

の 

と 
法 

転 
宙 Ⅰ @ 宙 Ⅰ @ 
を 人 誰 

  { 

由り 曲 
    

村 
Ⅰ の 

と 

を 

円コが 百一   

と行 一要 " 土 

され、 の境界 ぬ 
  
が Ⅱ 
ぜ 

終 
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十地経論におけ る行 ] 

十
地
に
到
達
す
る
ま
で
の
修
行
道
の
全
体
的
構
想
は
 

、
圭
 
ロ
産
道
の
 

妙
 智
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
後
の
論
師
が
 

「
初
地
の
真
智
を
得
 

れ
ば
、
請
地
は
疾
く
当
に
成
ず
べ
（
 

し
 
3
 
l
 
 

。
」
と
の
 

べ
る
如
く
 

、
 真
智
の
ほ
た
ら
き
と
は
菩
薩
道
全
体
を
傭
 

撤
 す
る
眼
が
 

具
わ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
 

ぅ
 。
そ
の
全
体
的
構
想
と
は
次
の
如
き
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
ま
た
、
 

汝
 ら
仏
子
た
ち
ょ
。
第
一
の
菩
薩
地
に
 

住
す
る
と
き
に
、
か
の
菩
薩
は
、
最
初
の
菩
薩
 

地
 の
 
行
 相
ゅ
ヰ
ゅ
 

r
a
 
 

と
獲
得
 

名
簿
（
 

P
 
村
日
ヴ
 

オ
曲
 
と
等
流
 
Ⅰ
巣
ロ
 

ま
ゅ
 
田
が
巨
曲
を
諸
仏
・
 

釜
 
目
蔭
・
善
知
識
ょ
り
探
索
し
、
勤
求
 

し
 、
詰
問
す
る
べ
く
 

、
ま
た
地
の
分
 

ヴ
 
二
口
 

目
 せ
が
 

蜀
を
 成
就
す
る
た
め
に
、
満
足
し
て
は
な
ら
な
 

い
 
。
乃
至
同
様
に
 

、
 十
の
菩
薩
地
の
分
を
成
就
す
る
た
め
 

に
 （
満
足
し
て
は
な
 

ら
な
い
）
。
ま
た
 

け
 地
の
分
と
対
治
と
に
巧
み
で
あ
る
べ
 

ぎ
で
あ
り
 

ヴ
ゴ
 

同
日
る
の
 

ガ
ゆ
 

四
叉
 
笘
 る
 
%
 
オ
ゆ
 

a
 
c
P
 
 

サ
ぎ
 
土
日
 
づ
 
悶
セ
、
 

㈱
地
の
成
 

と
 

壊
 す
す
 

向
日
中
の
盤
 

日
 ぷ
ユ
 
簿
丘
ぷ
 

Ⅱ
れ
が
と
に
巧
み
で
あ
る
べ
 

き
で
あ
り
、
㊧
地
の
行
相
と
 

等
流
何
 

果
し
 
ヴ
 
ぽ
白
日
 

円
ゅ
オ
卸
 

お
田
ゅ
円
が
ロ
耳
 

帥
 と
に
 

巧
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
四
地
の
獲
得
と
修
習
 

ヴ
ゴ
目
 

日
る
 
（
神
曲
 

団
日
ヴ
プ
韓
セ
 

し
す
 
ゆ
づ
ゅ
コ
ゆ
 

と
に
巧
み
で
あ
る
べ
 

き
で
あ
り
、
⑪
地
の
 

 
 

 
 

入
す
る
 
ヴ
 
二
白
日
浅
す
吉
日
 

ぃ
 
・
 

s
p
2
%
r
a
 

権
帥
甲
申
 

に
 巧
み
で
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
㈹
各
地
 

に
安
住
す
る
す
 

ゴ
 
旬
日
子
目
口
了
せ
 

p
 
づ
の
降
 

式
目
に
巧
み
 

で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

目
 

に
入
る
に
の
曲
（
 

つ
 
い
 
す
 
0
 
仁
田
の
の
（
（
 

づ
笘
す
オ
 

口
目
ち
の
「
 

拭
 
0
 
リ
す
リ
コ
 

が
 
蕾
せ
卸
 

（
 
住
ゴ
囲
幅
注
 

P
 
古
リ
 
づ
 
が
 ヴ
ゴ
 

白
日
Ⅱ
 

卸
オ
 

尽
ヨ
 
P
 
臣
ゅ
 
巧
み
 
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

汝
ら
 
仏
子
た
ち
よ
。
是
く
の
如
く
地
の
行
相
ミ
 

邑
目
せ
 

ゅ
村
 

母
の
を
成
就
す
る
生
ま
 

ぎ
田
 

（
 
す
 
W
q
p
 

に
巧
み
で
あ
る
 

が
 故
に
、
か
の
菩
薩
 

は
 
、
最
初
の
菩
薩
地
を
出
発
し
て
よ
り
、
第
十
地
に
入
 

る
ま
で
な
ん
ら
停
滞
す
る
こ
と
な
し
。
か
く
し
て
道
の
 

加
護
 日
苛
 
め
 
ひ
 
年
三
名
・
 

-
 
Ⅱ
 
@
 

初
地
に
住
す
る
菩
薩
は
、
十
地
全
体
の
行
相
を
獲
得
と
 

等
 抗
ロ
果
し
と
地
の
分
を
成
就
す
る
こ
と
に
厭
く
こ
と
は
 

く
 勤
め
る
の
で
あ
っ
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②
獲
得
と
は
、
出
世
間
智
 
ロ
 
o
F
o
 

（
（
 

a
r
a
 

古
ゆ
コ
 
が
を
 証
得
 臼
 。
 ヴ
 思
す
る
こ
と
で
あ
る
。
行
者
 
譚
二
 
出
世
間
智
 -
 
枚
  
 

③
 等
流
 
Ⅰ
果
し
と
は
、
そ
れ
に
随
っ
て
 
証
 得
す
る
世
間
、
 出
世
間
の
智
で
あ
る
。
果
音
 因
 三
証
智
力
 -
 
得
二
世
間
田
 世
間
智
 -
 
枚
。
 

の
諸
の
地
の
分
と
は
、
 信
 等
と
知
る
 

@
8
-
1
 
 
べ
ぎ
で
あ
る
。
 そ
 れ
 
（
諸
の
地
の
分
）
を
成
就
す
る
せ
。
已
ま
の
 め
ぺ
絹
ヴ
 

の
 で
 p
 た
め
に
と
い
わ
れ
 

る
の
は
、
五
善
巧
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
底
地
諸
法
者
 所
謂
 信
等
為
 。
潤
二
足
 
彼
 -
 
枚
 。
 

（
五
善
巧
と
は
）
①
観
察
に
善
巧
な
る
こ
と
（
観
方
便
）
 
、
 
2
 獲
得
に
善
巧
な
る
，
」
と
（
 
得
 方
便
）
 3
 増
長
に
善
巧
 な
る
こ
と
（
増
上
方
 

便
 ）
、
 4
 不
退
 失
に
 善
巧
な
る
こ
と
（
不
退
方
便
）
、
 
5
 発
 覚
 に
到
る
 ，
 
」
と
に
善
巧
な
る
，
」
と
（
 

尽
 至
巧
㊦
で
あ
 る
 。
 

以
下
、
 0
 観
方
便
は
け
 所
 対
治
と
対
治
、
㈱
 成
と
壊
と
 に
お
け
る
善
巧
。
 2
 得
 方
便
は
欲
天
方
便
（
㊧
地
の
行
 相
 
等
流
 に
お
け
る
 善
 

巧
 ）
、
口
入
方
便
（
 
四
 地
の
獲
得
・
修
習
に
お
け
る
善
巧
）
 
、
 
彼
勝
進
 方
便
（
㊧
地
の
分
を
清
浄
に
す
る
こ
と
に
お
 け
 る
 善
巧
）
、
 
3
 増
上
方
便
 

は
 ㈹
 他
 よ
り
地
に
転
入
す
る
こ
と
に
お
け
る
善
巧
、
㈹
 地
地
 に
安
住
す
る
こ
と
に
お
け
る
善
巧
、
㈹
 地
 と
地
の
差
 別
の
智
に
お
け
る
 善
 

巧
 、
 4
 不
退
方
便
は
㈹
地
を
得
て
不
退
転
で
あ
る
こ
と
 に
お
け
る
善
巧
、
 5
 尽
至
 方
便
は
㈲
す
べ
て
の
菩
薩
 地
を
 浄
化
し
て
、
如
来
の
智
 

地
 に
入
る
こ
と
に
お
け
る
善
巧
、
に
配
せ
ら
れ
る
。
 従
 っ
て
、
は
じ
め
の
 行
相
 ・
獲
得
・
等
 流
 ・
 地
 分
は
十
地
 展
 開
 の
 総
相
 で
あ
り
、
 次
 

の
 五
方
便
（
十
善
巧
）
は
そ
の
 別
相
 と
い
う
べ
ぎ
で
、
 両
 者
に
よ
っ
て
菩
薩
の
行
相
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
 ら
れ
る
。
 

楡
伽
論
巻
 四
七
、
本
地
命
中
菩
薩
 地
 佳
品
第
四
は
 、
十
 ぬ
 径
の
十
地
説
を
基
礎
に
し
て
、
前
に
菩
薩
種
姓
 住
 ・
 勝
 解
行
住
、
さ
ら
に
 最
 

 
 

日
田
 
す
 口
コ
 づ
 ㏄
 プ
 円
 で
ゴ
ぜ
 
0
 幅
 ㏄
 と
 村
払
 
伯
づ
 Ⅱ
 
曲
曲
 
で
 %
 才
巾
ダ
ゆ
由
 

。
 口
ロ
 0
 と
の
あ
ら
ゆ
 

 
 

る
 行
相
で
あ
る
。
諸
相
者
通
二
諸
地
中
所
有
詰
陣
反
対
治
 相
 -
 
敗
。
 

ゲ行 

世 相 

は菩 親は 

十 薩 
地 道 
経 の 

全体 =- コヤ ・ ム @- 田 （ 5 
、 @  的 

構 
利目 '@ 主 j' 

と 
  
@ 
べ 

ぎ 

であ   
四 
本日 

と 

十 

善巧 

と 

  

それ 

ぞ 
  
Ⅰ・一 丁丁 

相 

  

部構 

' 里 

を一 

小 

す 
  
  
と 

考 
え 
ら 

  
る 

(162) 

て
 、
十
種
の
事
柄
に
巧
み
（
善
巧
）
で
 は
 げ
れ
ば
な
ら
 な
い
。
こ
の
十
種
の
事
柄
全
体
が
「
地
の
行
 相
 」
と
説
か
 れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
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十地経論にお レ 

十
地
 経
 の
 行
 相
と
し
て
の
四
相
と
そ
の
細
目
と
し
て
の
 十
相
 
（
十
地
経
論
の
五
方
便
）
は
、
 
楡
伽
論
 以
外
の
摂
 大
 乗
論
 に
お
け
る
 彼
修
 

差
別
命
第
六
の
対
治
・
立
石
・
 得
相
 ・
 修
相
 ・
 増
勝
 
修
 時
の
五
章
、
大
乗
荘
厳
経
論
に
お
け
る
行
住
 品
 第
三
一
 一
の
十
一
任
相
中
の
依
 
地
 

き
土
石
、
入
 地
 十
種
粕
、
十
度
 相
 、
 云
何
住
 
（
 
地
 ）
 、
 
四
種
 得
地
 差
別
等
、
弁
中
辺
論
の
障
 品
 、
対
治
修
得
 品
に
 継
承
も
し
く
は
影
響
を
与
え
 

輔
 
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

律
 

十
地
経
論
は
、
一
般
の
経
 疏
 に
お
け
る
如
く
 、
十
 %
 経
の
本
文
の
進
行
に
従
っ
て
忠
実
に
科
文
を
構
成
し
 、
註
釈
を
展
開
さ
せ
て
い
る
 

%
 
 が
 、
そ
の
基
調
に
は
行
相
等
の
四
相
あ
る
い
は
 十
 相
 
（
五
善
巧
）
が
 
跨
 え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
表
面
 に
は
菩
薩
道
の
階
梯
進
展
を
 

 
 

示
す
経
典
の
叙
述
に
従
い
つ
っ
、
そ
の
裏
面
で
は
常
に
 、
内
部
構
造
と
し
て
の
 有
 相
を
意
識
し
な
が
ら
論
の
展
開
 を
 計
っ
て
お
り
、
い
わ
 

-
 

 
 
 
 

ば
 表
裏
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
註
釈
さ
れ
て
い
る
と
 者
 、
 
ぇ
 ら
れ
よ
 う
 。
こ
れ
を
如
実
に
窺
わ
せ
る
も
の
の
一
例
が
 、
行
相
と
し
て
の
 所
対
は
 

 
 

治
 と
能
対
治
（
 障
 対
治
）
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 十
地
の
各
々
に
樟
が
あ
り
、
こ
れ
を
対
治
す
る
こ
と
が
 同
 時
に
各
地
に
お
け
る
 獲
 
4
 

極
 如
来
住
を
加
え
た
十
三
住
を
新
た
に
構
築
し
て
い
る
。
 こ
の
中
、
第
二
 
住
勝
 解
行
住
よ
り
第
二
 住
 最
上
 成
満
菩
 薩
往
 に
至
る
十
一
任
 

は
 、
 各
住
 を
行
・
 状
 
・
相
の
三
点
 よ
 り
そ
の
内
容
を
解
 釈
す
る
。
 

（
円
）
 

勝
 解
行
住
に
現
に
入
れ
る
菩
薩
は
 、
 何
の
行
 り
帝
ひ
 
～
 p
 、
 何
の
状
主
セ
 な
、
 何
の
相
 三
ョ
 @
 
（
 
由
 な
り
や
と
観
察
す
 べ
き
か
。
 

と
あ
る
如
く
に
、
菩
薩
が
請
地
に
転
入
、
安
住
、
修
習
 す
る
様
態
を
の
べ
る
。
ま
た
十
地
経
に
説
く
三
相
は
 、
極
 歓
喜
 住
 で
は
次
の
如
く
 

押
 え
ら
れ
て
 
卜
リ
 
6
0
 

諸
行
に
能
く
入
ら
ん
と
す
る
 づ
 r
a
 
づ
 の
か
 
曲
 （
（
の
が
行
相
で
 あ
り
、
若
し
く
ほ
正
し
く
八
月
老
 
陳
 告
る
時
が
獲
得
 で
あ
り
、
入
り
 已
っ
 

（
 
囲
 -
 

て
づ
 8
 ゑ
ゅ
 d
p
 

の
せ
が
 

大
 果
の
功
徳
を
成
就
 し
 
三
 の
 D
p
 

（
（
 

p
 
、
 円
譚
の
 P
 日
 自
由
 
ゅ
 ㎎
 燵
日
 P
 す
る
の
が
等
 流
 で
あ
る
と
知
る
 ぺ
 ぎ
で
あ
る
。
 

な
お
千
住
 毘
婆
沙
論
巻
 十
二
、
 讐
楡
 品
の
解
釈
は
 、
こ
 れ
と
異
な
り
、
地
租
・
 
得
 
・
 修
 ・
果
に
よ
っ
て
地
の
分
を
 
得
る
べ
く
勤
行
精
進
 

（
Ⅱ
 
@
 

す
べ
し
と
説
く
。
 



三
十
地
と
十
 障
 

十
地
経
論
中
に
、
十
地
と
十
障
の
関
係
、
そ
の
十
階
 が
 な
ん
で
あ
る
が
 か
 明
示
さ
れ
る
の
は
、
因
縁
公
之
 
ピ
ゅ
コ
 
の
 Ⅰ
の
 
ユ
く
 a
r
 
仲
 り
に
お
 

げ
る
第
五
、
本
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 

何
故
に
十
の
菩
薩
 地
 が
安
正
さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
 

そ
 れ
は
十
の
所
対
治
（
 丘
つ
い
ガ
ゅ
 

a
-
 ま
ヨ
 巨
 二
 %
 
三
で
 下
セ
 
0
 幅
の
巴
の
十
の
 

@
 
㌶
 @
 

と
し
、
以
下
に
十
 障
 名
を
示
す
。
 

対
治
（
 笘
註
ぢ
芙
 ㎏
 p
 、
 ㏄
臣
の
 
コ
づ
 0
 ）
の
た
め
で
あ
る
。
 

@
 
㌍
 -
 

①
凡
夫
性
（
の
 0
 の
 0
 ま
鼻
 蓋
ヴ
 。
 ぎ
年
 凡
夫
我
相
 障
 ）
 

②
 身
 等
に
よ
る
衆
生
に
お
け
る
 邪
 し
ま
な
行
為
・
（
三
の
）
 
が
の
 0
 仮
の
つ
が
の
の
の
 

ヨ
 の
の
 ゅ
コ
 Ⅰ
 コ
倖
 
づ
コ
の
（
の
 

p
O
 

的
 づ
の
 
Ⅰ
の
的
Ⅱ
 
白
っ
 P
 
邪
行
旅
 二
 
衆
生
 

身
等
 -
 
障
 ）
 

③
 聞
思
 修
の
諸
法
の
忘
失
に
よ
る
 闇
相
 
（
 臼
 0
 の
で
 曲
年
が
 
コ
 す
の
曲
ヨ
つ
い
 
し
笘
 
コ
ロ
の
 憐
 。
日
の
つ
 ひ
甘
目
の
ゴ
 
の
の
Ⅰ
 コ
 リ
ヨ
の
 す
こ
の
色
つ
が
の
 
日
仁
目
 

甲
宮
 
（
の
 
ゴ
三
 c
a
 
コ
き
 年
間
 相
於
 三
間
 思
修
等
 諸
法
 -
 忘
障
 ）
 

④
 身
 児
等
に
よ
っ
て
 集
 得
さ
れ
、
 
倶
 生
し
た
る
そ
の
 現
 行
は
 、
微
細
 相
 な
る
が
故
に
、
ま
た
自
ら
の
作
意
を
所
縁
 と
す
る
が
故
に
 
、
現
 

行
 が
遠
行
で
あ
る
が
故
に
、
微
細
と
知
る
べ
き
で
あ
る
 と
こ
ろ
の
微
細
な
煩
悩
（
 圧
 売
品
 F
 ミ
 サ
瓦
窯
が
平
瓦
 
の
 0
 ㏄
の
 づ
 が
の
 す
 ㏄
Ⅰ
仁
の
 

つ
 P
 
 
）
 
す
 ㏄
 コ
ユ
 ㎏
㏄
オ
田
の
の
 
で
 の
ゴ
ビ
 卸
 0
 再
 コ
 
（
 0
 由
の
 で
 が
 つ
す
 
Ⅱ
の
 日
 0
 
 
ヰ
口
コ
 田
 
二
 %
 す
せ
屈
オ
 
す
が
宙
の
せ
の
か
 
つ
す
 
Ⅱ
申
す
が
 
こ
 
Ⅰ
 コ
の
日
づ
韓
せ
 
）
 
由
 つ
の
 
ゴ
 -
 

り、 

註 

釈 
者 
世 
親 
が 

    
の 

@ 占 
ケ @ 甲 

注 
目 

し 

て、 

- - % 念 - - 
の 

大 
綱 
と 

し 

た如 

{ 

であ 

る 
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得
と
等
 流
を
伴
う
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
菩
薩
の
階
 梯
の
進
展
、
 菩
 産
地
の
深
化
の
有
様
が
窺
い
知
ら
れ
る
 ょ
 う
 に
構
想
さ
れ
て
お
 

5
0
 



- 地 経論に   おける行相の 構造 

戒
 -
 
煩
悩
 垢
 尊
上
清
浄
戒
具
足
技
名
工
離
垢
 

地
 -
 
。
 

 
 
 
 

無
上
自
利
利
他
行
 -
 初
証
 ，
 聖
 仙
 -
 
多
生
：
 歓
膏
故
 。
 

 
 

②
 犯
 戒
を
起
す
一
切
の
煩
悩
の
垢
を
消
除
し
て
の
 串
ヴ
 p
 
、
清
浄
な
る
戒
を
具
足
す
る
か
ら
無
垢
（
 地
 ）
で
あ
る
   

で
す
せ
ト
 

Ⅱ
 住
 ひ
か
 ト
 
の
 臣
幅
 学
せ
 
@
 
隼
 ）
の
 
す
 せ
の
 
隼
づ
 ハ
ト
が
佳
日
ト
的
の
 

づ
 申
せ
 申
コ
も
 
が
す
い
 
つ
テ
せ
 
T
 
 
隼
曲
ひ
オ
由
コ
も
仁
コ
 

ザ
 せ
屈
 
か
せ
の
Ⅱ
 
ぃ
 
コ
ネ
仁
の
。
 

コ
 

つ
 い
 つ
す
せ
ぢ
づ
ゴ
 

r
p
 
 

ヴ
 a
r
 
 

由
ぬ
づ
 
a
r
 
 

ヴ
せ
 
申
す
の
解
法
 慢
 障
 ）
 

⑤
小
乗
に
よ
る
淫
薬
（
臼
の
ぬ
 廣
宙
 日
当
で
 舖
せ
 。
昆
の
 
年
日
 で
 か
の
 
コ
ド
拐
 ま
き
 
ヴ
曲
 自
浄
我
慢
 障
 ）
 

⑥
粗
大
な
相
の
現
行
（
ヨ
打
 ぎ
 二
日
 

a
r
 

の
曲
の
軍
 

ぎ
コ
 荻
ヒ
 せ
 痒
ゴ
汗
微
 煩
悩
留
陣
）
 

⑦
微
細
な
相
の
現
行
（
 ヨ
 （
の
 
ゴ
 が
ロ
目
申
吾
 こ
 す
 p
 オ
由
コ
 
旨
甘
ヴ
 せ
仁
 
曲
す
倖
細
相
習
障
 ）
 

⑧
無
相
性
に
お
け
る
有
作
（
日
東
 ア
革
 
コ
日
 曲
 日
色
 
罵
コ
 日
色
目
日
下
 0
 コ
審
 Ⅰ
 ゴ
隼
 
Ⅰ
 ヴ
せ
色
づ
簿
於
二
 
無
相
 -
 
揖
 ド
行
 
障
 ）
 

⑨
衆
生
利
益
を
な
す
こ
と
に
お
け
る
無
作
（
 お
ヨ
 の
 8
 コ
 鱒
せ
 
片
色
 
0
 コ
す
せ
 
申
す
 曲
 ～
 
a
 
 
日
ひ
 
0
 さ
づ
 ㏄
Ⅱ
才
色
 

E
 
 
す
せ
 
の
ら
つ
 
リ
 ヨ
の
 
宙
づ
曲
 

善
 利
二
盗
衆
生
 -
 
陣
）
 

⑩
諸
法
に
お
け
る
自
在
の
不
行
（
 ロ
さ
 の
 ヨ
 の
日
の
鼠
色
 
ヴ
 
き
 
汗
膏
 ひ
ま
 0
 ヴ
審
於
 ，
諸
法
中
 @ 
。
 
得
 ：
自
在
 -
 
胆
汁
）
 

拉
 

こ
の
 十
 障
の
名
称
は
十
地
 経
 の
本
文
に
は
な
く
、
後
述
 す
る
如
く
 、
 恐
ら
く
、
世
親
の
考
案
に
よ
る
も
の
と
推
考
 さ
れ
る
。
 

で
、
十
地
が
説
か
れ
た
理
由
は
十
 障
 が
あ
る
か
ら
で
あ
 る
と
端
的
に
示
さ
れ
た
如
く
に
、
 所
 対
治
た
る
障
に
対
す
 る
能
 対
治
は
 、
 

く
 十
地
の
各
段
階
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
世
親
は
 十
 障
を
示
し
た
後
に
 、
 続
け
て
、
 -

 
四
 @
 

何
故
に
十
地
が
歓
喜
 と
 名
づ
げ
ら
れ
る
も
の
等
と
し
て
 安
立
 さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
 

と
 自
ら
設
問
し
、
以
下
に
仏
地
を
加
え
た
十
一
地
の
 名
 称
と
 各
地
の
意
義
内
容
を
簡
潔
に
説
示
し
て
い
る
。
 

①
自
他
の
利
益
を
成
就
す
る
無
上
の
聖
処
を
初
め
て
 得
 る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歓
喜
が
広
大
で
あ
る
か
ら
歓
喜
（
 地
 ）
で
あ
る
 サ

 

・
 

下
。
 能
 -
-
-
 

と
こ
ろ
 

ま
さ
し
 

。
 成
 ，
 就
 



③
如
実
に
聞
 
口
思
修
ロ
 
等
に
よ
っ
て
法
が
現
前
す
る
か
 9
 発
光
（
 地
 ）
で
あ
る
。
こ
れ
が
不
忘
失
権
 
が
串
 古
年
 穏
 
で
あ
る
か
ら
。
 

随
 二
間
 
思
修
 専
 -
 
腰
法
顕
現
改
名
二
胡
地
 -
 
下
京
。
 

④
煩
悩
の
薪
を
焼
く
智
を
具
足
す
る
か
ら
 烙
 
（
 
地
 ）
で
 あ
る
。
煩
悩
 薪
 智
人
 能
焼
 故
老
 -
 
臨
地
 -
 
。
 

⑤
出
世
間
法
の
方
便
善
巧
に
よ
っ
て
極
め
て
 克
 刮
目
 目
 コ
 召
し
難
い
か
ら
 難
勝
 
（
 
地
 ）
で
あ
る
。
 得
二
 
出
世
智
 方
便
善
巧
 -
 
能
 度
 。
 
難
 。
 

度
 故
老
王
難
勝
地
 -
 
。
 

⑥
般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る
住
が
現
前
 し
 、
間
断
を
も
っ
 て
さ
ら
に
現
前
せ
し
め
る
か
ら
現
前
（
 地
 ）
で
あ
る
。
 般
若
波
羅
蜜
 行
右
 。
 間
 

大
智
現
前
故
老
 ニ
 
現
前
 地
 -
 
。
 

純
然
無
相
無
間
改
名
 三
 
不
動
地
 -
 
。
 

相
待
 -
 
功
用
 究
寛
能
 通
二
世
間
二
乗
出
世
間
道
 -
 
枚
 名
 ：
 
遠
 

⑧
異
熟
の
み
で
あ
っ
て
 、
 自
ら
が
自
ら
に
よ
っ
て
 
r
a
 
臣
 

⑦
無
相
の
住
に
お
け
る
加
行
が
完
売
 に
 趣
く
か
ら
、
 世
 間
 と
出
世
間
の
劣
れ
る
道
を
超
越
す
る
か
ら
遠
行
（
 地
 ）
 

行
地
 -
 
。
 

笘
 Ⅱ
 き
 牡
の
相
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
か
ら
不
動
（
 ぬ
 ）
で
あ
る
。
執
行
 

で
あ
る
。
 善
 修
二
 
無
 

⑨
 無
擬
智
の
力
 に
よ
っ
て
法
を
説
 き
 、
 利
 地
を
具
備
す
 る
か
ら
 善
 慧
を
有
す
る
ト
デ
の
 罵
 三
 %
0
 蚕
 0
 の
 c
a
 
コ
コ
 0
 の
で
あ
る
。
 無
擬
 

力
説
法
威
二
親
利
他
行
 -
 
枚
冬
二
善
意
地
 -
 
。
 

⑲
法
に
お
け
る
大
い
な
る
自
在
の
住
処
と
な
る
か
ら
浩
幸
 言
 で
あ
り
「
王
子
が
太
子
と
し
て
 濯
頂
を
 受
け
、
自
ら
の
 王
国
に
お
い
て
権
力
 

を
 得
る
が
如
く
に
、
法
の
王
と
し
て
 潅
 頂
を
受
け
る
か
 ら
で
あ
る
。
 得
 -
@
 
法
身
 毛
空
 足
自
在
 -
 
改
名
：
洗
雪
 地
 -
 
。
 如
 。
 是
受
二
 
法
王
位
 -
 
。
 

猶
 知
了
太
子
 於
 ，
諸
王
子
 -
 
面
復
申
自
在
上
。
 

⑪
そ
れ
（
法
事
 地
 ）
に
住
す
る
に
も
、
微
少
の
所
知
 障
 が
 存
在
す
る
か
ら
「
不
自
在
が
所
対
治
で
あ
り
、
そ
れ
を
 対
治
す
る
た
め
に
 如
 

采
地
よ
 級
已
コ
 ㏄
 ぬ
 
の
 ガ
 の
 づ
 0
 正
銘
 が
 安
上
さ
れ
る
。
 是
処
有
 ：
微
細
管
野
放
下
，
自
在
 -
 
。
 対
 ，
 
治
此
堕
故
翻
 私
地
 -
 
。
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治
の
関
係
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
因
地
の
解
法
 

慢
障
は
 
、
チ
ベ
 ，
ト
 
訳
の
障
 
名
 と
異
な
る
。
後
 
諒
 す
る
 世
 新
釈
摂
大
乗
論
の
そ
れ
 

遭
 
は
 チ
ベ
 "
 ト
 訳
に
一
致
し
、
 
障
 名
は
微
細
煩
悩
 
現
 打
 と
名
付
げ
ら
れ
る
。
 

焔
地
 は
こ
の
微
細
煩
悩
を
焼
く
 

智
 を
 具
足
し
た
状
態
を
意
味
す
 

嘩
る
 。
な
お
漢
訳
に
不
忠
煩
悩
 

薪
 と
あ
る
と
こ
ろ
の
 
本
志
 は
、
 恐
ら
く
漢
訳
者
の
誤
り
で
、
チ
ベ
 

"
 ト
 訳
に
従
 
え
ば
、
三
池
 
に
 繋
げ
て
読
ま
 

徹
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
地
の
身
 

浄
 我
慢
 障
は
、
チ
 ヘ
ッ
ト
訳
で
は
小
乗
に
よ
る
 

浬
穏
 で
、
自
利
に
執
し
て
 

小
乗
 浬
 葉
を
求
め
る
志
向
を
 

柁
 
越
え
た
状
態
を
難
勝
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

六
 地
 の
 微
 煩
悩
 習
障
は
 
、
 七
 地
の
障
に
対
す
る
粗
大
相
の
現
 

行
 で
あ
る
が
、
現
前
 

地
は
般
 

 
 

味
 し
ょ
う
。
宅
地
の
 

細
相
 留
陣
 は
 、
 前
地
に
 粗
大
現
行
が
 
消
滅
し
て
も
な
お
微
細
現
行
 

雌
が
 残
る
の
で
遠
行
 
地
 は
こ
れ
を
克
服
し
て
無
相
 

待
 が
 完
成
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
。
 

八
 地
の
 旅
 無
相
 有
 行
障
 と
 は
 、
無
相
で
あ
っ
て
も
加
行
 

十
の
意
識
が
あ
る
こ
と
で
、
不
動
地
は
そ
の
意
識
も
 

す
で
に
な
く
な
っ
た
状
態
を
示
す
。
九
地
の
不
能
 

書
 利
益
 衆
生
 障
 と
は
、
八
地
の
障
が
 
  

等
に
よ
っ
て
法
が
現
前
し
た
状
態
で
、
「
諸
法
を
忘
失
 せ
ざ
る
を
こ
と
」
と
付
言
さ
れ
、
ま
た
 闇
 相
に
対
す
る
 明
 地
の
地
名
は
 、
 障
と
対
 

以
上
の
よ
う
に
、
十
一
地
中
に
十
 

障
 と
そ
の
対
治
と
し
 
て
の
十
地
を
不
可
分
の
関
係
と
し
て
 

抱
 え
る
こ
と
は
、
 
木
 来
、
十
地
 

で
は
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
、
世
親
に
よ
っ
て
四
相
の
 

中
の
行
相
の
理
解
と
し
て
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
 

で
、
こ
こ
に
 

障
 と
十
地
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
が
問
わ
れ
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
世
親
は
・
因
縁
命
中
に
十
障
の
意
味
 

内
 容
は
 つ
い
て
 

明
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
 

十
 障
の
意
味
岡
 
容
は
 、
 論
 自
体
の
註
釈
 中
 に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
 

憾
み
が
あ
る
 

そ
の
問
題
は
章
を
改
め
て
の
べ
る
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
 

十
障
 と
十
地
の
関
係
を
各
地
を
次
第
し
て
確
認
す
る
こ
と
 

に
し
た
い
。
 

初
地
の
凡
夫
性
と
は
、
論
の
内
容
か
ら
、
我
執
に
基
づ
 

く
我
想
と
 我
見
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
歓
喜
地
は
、
我
執
 

を
捨
 離
し
 

他
を
成
就
し
た
境
地
に
初
め
て
踏
み
入
れ
た
歓
喜
に
 

湘
 れ
た
段
階
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

二
 地
の
邪
行
 旅
 衆
生
 身
 筆
陣
と
は
 

道
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
た
る
微
細
謹
犯
の
煩
悩
 

垢
を
 消
除
す
る
た
め
の
十
善
道
を
具
足
す
る
段
階
を
い
い
、
 

理
 解
す
る
上
で
 

い
 。
三
池
の
 闇
相
於
聞
思
修
等
 
諸
法
 忘
障
 と
は
、
間
竿
 
に
よ
っ
て
得
た
諸
法
を
忘
失
し
た
状
態
で
、
発
光
（
 

明
 ）
 地
は
 、
こ
の
 経

の
所
説
 

示
し
た
 十
 

な
ん
ら
 説
 

。
そ
こ
で
 

、
自
利
 利
 

、
十
不
善
 

問
題
は
な
 

反
対
に
聞
 



行
 相
の
構
造
で
触
れ
た
如
く
、
 楡
伽
 読
本
地
 分
 の
 極
歓
士
 
吾
往
 に
は
、
十
地
 経
 所
説
の
行
 相
 ・
獲
得
・
等
流
の
三
相
 が
 閲
読
さ
れ
る
。
 

か
し
、
そ
こ
に
は
行
相
を
 障
 と
対
治
の
関
係
で
 把
 え
る
 @
 
」
と
は
な
く
、
か
つ
十
二
 住
 中
の
十
地
に
対
す
る
 十
 障
 め
 関
係
は
意
識
さ
れ
て
 

な
い
し
、
当
然
 十
 障
の
名
称
も
認
め
ら
れ
な
い
。
 

し
か
る
に
、
回
春
七
八
、
 摂
 決
択
 分
中
 菩
薩
地
士
と
こ
 れ
に
先
行
す
る
解
深
密
経
巻
 四
 、
地
波
羅
蜜
多
 品
 第
七
に
 は
 、
仏
地
を
加
え
 

十
一
地
の
釈
名
と
そ
れ
に
続
け
て
、
十
一
地
に
二
十
二
 種
 の
 愚
癒
 を
あ
げ
、
そ
の
 所
 対
治
と
す
る
。
十
一
地
の
 釈
 名
 と
は
、
 

0
 第
一
地
は
、
大
義
に
熟
達
し
、
出
世
間
の
心
を
得
 ざ
 る
が
故
に
、
歓
喜
と
喜
悦
が
広
大
で
あ
る
か
ら
歓
喜
と
客
 付
 げ
ら
れ
る
。
 

⑧
第
二
地
は
、
一
切
の
微
細
な
 罪
と
犯
 戒
の
垢
を
遠
離
 す
る
が
故
に
離
垢
と
名
付
げ
ら
れ
る
。
 

え， Ⅰ い し 

四
十
障
の
成
立
 

対
治
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
衆
生
得
そ
の
も
の
が
、
 行
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
障
と
な
る
。
 従
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
 

れ
が
超
克
さ
れ
て
、
 無
擬
 智
に
 よ
 る
説
法
が
利
他
の
重
 要
 な
役
割
を
果
す
。
十
地
の
於
諸
法
中
小
侍
自
在
庫
 は
、
 法
喜
 地
 に
至
れ
ば
自
在
 

の
 住
処
を
得
て
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
十
地
経
論
の
本
分
に
示
さ
れ
た
 十
 ぬ
め
 内
容
の
簡
潔
な
解
説
、
す
な
わ
ち
釈
名
は
、
 十
障
と
 の
 関
係
か
ら
な
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
唯
 誠
文
献
に
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
。
 も
と
を
た
ど
れ
ば
十
地
 

経
に
起
 元
 す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
世
親
の
掲
 げ
る
 十
 障
の
名
称
は
、
十
地
 経
 の
本
文
に
は
見
ら
れ
な
い
 。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
 

過
程
を
経
て
成
立
し
た
か
が
、
十
階
と
の
関
わ
り
で
 十
 ぬ
め
 釈
名
が
行
わ
れ
る
事
実
と
合
せ
て
、
唯
識
文
献
の
中
 に
 尋
ね
ら
れ
る
必
要
が
 

あ
ろ
う
。
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十地経論における 行相の構造 

      
無 無 諸   

思望 凝罪 セ ・   

と 密 釈 名 知 生 花 片 な す るな と経の け名 付 障 を 女 の口 にし とな 相 く 

尼 で     
す   る   

に 種 の に 法 が 慎 す 無 
具 々 が   ょ 寿 が 悩 る 相 
是 の 愚 
す 業 癩 
る 果 におい は大震って 、 い広大 が現行 作意が 

  
場 に 

コ 帥 Ⅱ 

  執 の な す   て 
合 お わ 第 着 如 智 る 清 多 

が く 慧 こ 浄 く 

のけ 愚る 目 ゴ   れ穴 、 地 
痴 愚 続 冗 

い 第   
る る り、 る     

悪趣 

治 具 ぎ が 故 が す す 
が な が 故 に ざ る る （ 以 の 説 る 故 に 善 る が が 

  
下ュ か も に 法 憲 が 放 牧 

切 ね め 目 l 」 
、 雲 と 故 に に 

沖 @ - の る の 一 と 名 に 遠 現 

同 煩 
ゾ凶 ド 

じ     が、 そ 八 研 げ ら と 名 と 

愚凝 

の 地 知 ら れ 名 付 名 
内 の め れ る 付 け 付 

であ 

容 内 墳 る 。 げ ら げ 
は 容 界 ら れ ろ 

る 二 は v@ し れ る れ 
十 は お る 。 る 

そ い 一 一 ナー。 ま 
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③
第
三
池
 は
 、
三
昧
 と
聞
持
 陀
羅
尼
は
無
量
の
智
の
光
 明
 の
依
正
で
あ
る
が
故
に
発
光
と
名
付
げ
ら
れ
る
。
 

④
第
四
地
は
、
煩
悩
の
薪
を
焼
や
す
が
故
に
、
菩
提
 分
 浩
行
は
智
の
火
焔
と
な
る
が
故
に
 烙
慧
と
 名
付
げ
ら
れ
る
  
 

⑤
第
五
地
は
、
菩
提
 公
 法
の
方
便
に
よ
っ
て
修
習
 し
、
 -
 
」
こ
に
克
服
し
難
い
こ
と
か
ら
自
在
と
な
る
が
故
に
極
 難
 勝
と
名
 け
 げ
ら
れ
 



④
第
四
地
で
は
、
 
等
 至
に
対
す
る
愛
着
が
 愚
癩
 で
あ
り
、
 
法
愛
が
 愚
痴
で
あ
る
。
 

⑤
第
五
地
で
ほ
、
輪
廻
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
背
向
せ
ず
、
 趣
向
す
る
作
意
が
愚
痴
で
あ
る
。
そ
し
て
淫
薬
に
対
し
 て
ひ
た
す
ら
、
背
向
 

せ
ず
、
趣
向
す
る
作
意
が
愚
痴
で
あ
る
。
 

⑥
第
六
地
で
は
、
諸
行
の
流
転
が
現
前
す
る
こ
と
に
 対
 す
る
愚
痴
で
あ
る
。
そ
し
て
 相
 多
く
現
行
す
る
の
が
愚
痴
 で
あ
る
。
 

⑦
第
七
 地
 で
は
、
微
細
な
相
が
現
行
す
る
の
が
愚
痴
で
 あ
る
。
そ
し
て
一
向
無
相
作
意
に
 よ
 る
方
便
に
お
け
る
 愚
 癒
 で
あ
る
。
 

⑧
第
八
地
で
は
、
無
相
に
お
い
て
朽
月
を
作
す
の
が
 愚
 癩
 で
あ
る
。
そ
し
て
諸
相
に
お
い
て
自
在
で
な
い
の
が
 愚
 痂
 で
あ
る
。
 

⑨
第
九
地
で
は
、
無
量
の
説
法
と
無
量
の
法
句
と
文
字
 と
、
 ょ
り
以
上
の
慧
 弁
と
 陀
羅
尼
の
自
在
に
お
け
る
愚
痴
 で
あ
る
。
そ
し
て
 弁
 

オ
の
 自
在
に
お
け
る
愚
痴
で
あ
る
。
 

⑩
第
十
地
で
は
、
大
神
通
に
お
け
る
黒
蟻
 と
 微
妙
な
る
 秘
密
に
悟
入
す
る
 場
 ム
ロ
の
愚
痴
で
あ
る
。
 

⑪
如
来
地
で
は
、
一
切
の
所
知
の
境
界
に
対
す
る
微
細
 な
食
 著
が
 愚
痴
で
あ
る
。
そ
し
て
微
細
な
障
 擬
が
拍
廃
で
 あ
る
。
…
…
観
自
在
 

よ
 。
こ
れ
ら
の
 諸
地
は
 、
二
十
二
種
の
愚
 癩
と
 十
一
種
 0
 色
 重
 を
も
っ
て
安
上
す
る
。
無
上
正
筆
菩
提
は
相
応
 せ
 ざ
 る
な
り
。
 

.
6
-
 

，
 
2
 

こ
の
二
十
二
種
愚
痴
は
、
十
一
地
に
対
す
る
障
を
内
容
的
 細
説
し
た
も
の
で
、
結
び
に
愚
痴
 と
免
 重
に
 よ
 る
か
ら
 十
一
地
が
安
正
さ
れ
 

た
と
説
く
の
は
、
十
階
と
十
地
の
関
係
を
物
語
っ
て
 い
 る
 。
 

十
地
論
の
十
 障
 と
比
較
す
る
と
 障
丘
廣
窩
 の
と
愚
痴
 
ョ
 字
の
と
の
相
違
が
あ
り
、
 十
 障
の
内
容
が
簡
潔
に
 過
 ぎ
る
感
の
あ
る
の
に
 

対
し
て
、
二
十
二
愚
痴
の
内
容
は
よ
り
具
体
的
と
い
え
 る
 。
こ
の
中
、
第
二
地
、
第
五
地
、
第
六
地
、
第
七
 地
 、
 第
八
地
、
第
十
地
、
第
 

十
一
地
の
 
も
 地
の
愚
痴
と
障
の
内
容
説
明
に
は
、
多
く
 の
 類
似
点
を
指
摘
で
き
る
。
初
地
の
凡
夫
性
の
障
に
比
べ
 て
 二
種
 愚
 痒
の
説
は
 
、
 

内
容
的
に
よ
り
具
体
的
で
凡
夫
性
と
し
て
の
我
執
を
人
 法
へ
の
執
着
と
す
る
。
第
三
池
 は
 、
諸
法
忘
失
 障
 が
聞
 持
 陀
羅
尼
を
具
足
し
な
い
 

愚
癩
に
 対
応
し
こ
れ
も
具
体
的
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
 、
 第
四
地
、
第
九
地
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
 如
く
、
 楡
伽
論
 、
解
 深
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と
 説
く
。
 十
 相
の
所
知
の
法
界
と
は
、
①
 遍
 付
議
、
②
 皿
勝
俺
 、
 Q
 勝
流
刊
 、
①
 無
樫
丑
義
 、
⑤
相
続
無
差
別
義
 、
 ⑥
無
雑
 染
 清
浄
 義
 、
 

造
 
⑦
種
種
無
別
義
、
⑧
不
増
不
減
 義
 ，
 相
 自
在
依
正
 義
 ，
 土
 自
在
休
止
 義
 、
⑨
 智
 自
在
依
正
義
、
⑩
 業
 自
在
 依
 正
義
，
陀
羅
尼
門
三
摩
地
 門
 

嘩
 
自
在
依
正
義
の
こ
と
で
、
十
地
 安
 立
の
理
由
は
 、
 十
種
無
明
な
る
研
治
障
を
対
治
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
 。
そ
れ
は
十
地
の
本
体
と
も
 

目
 

衝
 
い
 う
 べ
 き
十
 相
を
有
す
る
 研
 治
の
法
界
に
、
 十
無
 明
 が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
十
種
 無
明
が
な
ん
で
あ
る
か
は
 説
 

 
 

げ
 
か
れ
て
い
な
い
 0
 次
に
立
名
草
第
二
に
 、
 

お
 

締
 

①
何
故
初
地
 税
 冬
二
歓
喜
 -
 
。
出
口
 此
 最
初
 得
 ，
 
能
 成
 ，
 
焼
 自
他
 義
 制
勝
動
態
 
故
 。
②
何
故
 二
 地
説
 名
 ：
離
垢
 -
 
。
 由
 三
極
遠
離
 犯
戒
挿
故
 。
 

 
 

 
 

等
至
 所
依
上
上
 故
 。
大
法
光
明
 所
 ，
休
止
 -
 
故
 。
④
何
故
 四
 ぬ
 説
 客
 ：
 
烙
憲
 -
 
。
 由
 三
諸
善
 

十
 

提
 公
法
英
二
 滅
 一
切
 障
 -
 
散
。
⑥
何
故
五
地
説
 名
 ，
 
極
難
勝
 -
 
。
 由
 。
真
諦
 
智
与
 ：
世
間
智
 -
 
更
互
相
 相
違
、
 合
 二
化
雑
ヮ
 
会
合
。
相
応
上
 
故
 。
⑥
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先
陣
 住
 上
 

密
 経
の
十
一
地
の
釈
名
と
 

親
は
こ
れ
を
参
照
し
、
 さ
 

こ
の
点
は
後
述
す
る
。
 少
 

成
立
し
、
就
中
、
地
被
 羅
 

蔵
 経
論
等
に
十
障
の
具
体
 

成
立
の
遅
さ
を
指
摘
す
る
 

無
著
の
摂
大
乗
論
 巻
下
 

蜜
多
品
 の
そ
れ
と
順
序
が
 

如
 。
定
詰
 地
安
 豆
鳥
。
 
十
 二

十
二
愚
痴
説
は
十
地
論
の
そ
れ
と
類
同
す
る
も
の
が
 多
 い
 。
 前
 三
善
が
十
地
論
に
先
行
す
る
こ
と
か
ら
、
 世
 

ら
に
改
変
し
た
も
の
と
推
考
さ
れ
よ
 う
 。
こ
の
推
定
を
一
 
表
付
け
る
も
の
に
真
諦
 訳
摂
 講
釈
の
所
説
が
あ
る
が
、
 

し
く
論
の
脈
絡
を
欠
く
こ
と
に
な
る
が
、
解
深
密
経
の
成
 立
 に
つ
い
て
は
、
名
品
が
五
期
に
わ
た
っ
て
漸
次
に
 

蜜
多
 品
は
第
四
期
の
成
立
と
し
、
無
著
以
後
の
成
立
と
 推
定
す
る
学
者
も
い
る
。
無
著
の
摂
大
乗
論
、
大
乗
 荘
 

的
 名
称
、
も
し
く
は
二
十
二
恩
 殿
 が
十
地
の
所
対
治
 と
 し
て
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
池
波
 蜜
多
品
 

先
の
所
説
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

、
 彼
修
 差
別
 分
 第
六
 は
 、
対
治
・
立
 毛
 等
の
五
章
よ
り
 成
る
。
対
治
よ
り
 立
 名
へ
の
論
の
進
め
方
は
、
池
波
 羅
 

逆
 で
、
十
地
論
本
分
の
所
説
と
同
一
で
あ
る
。
対
治
 章
 第
一
は
、
ま
ず
十
地
名
を
挙
げ
、
 

。
五
回
 可
 。
 
見
 。
 為
 。
 
欲
 。
 
対
 二
泊
十
種
無
明
研
治
 
障
 -
 
故
 。
 所
以
者
 何
 。
 以
 ，
 
於
 ：
 
十
相
 研
治
法
界
 -
 
布
巾
 十
 無
明
 所
 



0
 分
別
）
に
十
地
と
障
の
関
係
が
説
か
れ
る
。
た
だ
し
、
 摂
大
乗
論
に
お
け
る
 十
 無
明
の
名
は
見
ら
れ
ず
、
も
と
 よ
り
そ
の
具
体
的
な
名
 

@
 
杓
 ）
 

称
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
低
地
上
毛
に
は
、
 

於
 二
十
地
中
 -
 
建
三
せ
菩
薩
 名
 -
 
と
し
て
、
菩
薩
が
各
地
に
獲
得
し
た
 実
 浅
酌
境
地
を
も
っ
て
 菩
 

薩
 の
 名
 と
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
初
地
は
見
 浄
 、
二
地
 は
 戒
浄
 、
三
池
 は
定
浄
 で
こ
れ
ら
が
三
行
 浄
 で
あ
る
。
因
地
 は
 新
法
具
 慢
 、
五
地
は
 

断
 相
続
 異
慢
 、
六
地
は
 断
染
 陣
具
 慢
 で
、
こ
れ
ら
三
池
 ほ
三
 慢
を
断
じ
た
段
階
で
あ
る
。
 

七
地
は
得
覚
 、
八
地
 は
 わ
捨
 、
九
地
は
化
 衆
 

生
 、
そ
し
て
、
十
地
に
は
大
神
通
、
満
法
身
、
能
現
身
、
 受
 職
の
四
名
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
中
、
三
津
 と
三
慢
 は
 障
と
対
治
の
関
係
で
 

担
 え
ら
れ
て
い
る
。
 

初
地
名
，
 見
浄
 -
 
、
菩
薩
 得
 二
人
法
二
見
対
治
 智
 -
 
故
 。
 筆
 鹿
毛
二
成
淳
 -
 
、
菩
薩
微
細
 犯
 拓
大
熊
。
 体
故
 。
第
三
池
 名
 ：
 
定
浄
 、
菩
薩
 諸
 

祥
三
味
得
 二
 
不
退
 -
 
故
 。
第
四
地
名
二
胡
法
門
 
異
 優
 -
 
、
 菩
 薩
 船
工
諸
経
法
 -
 
波
。
起
工
差
別
優
 -
 
政
。
第
五
地
名
，
 断
 相
続
 異
慢
 -
 
、
菩
薩
 入
 ：
 
十
 

平
等
心
 駄
窒
 一
切
相
続
 -
 
得
 @
 筈
 -
 
故
 。
第
六
地
名
二
朗
 染
 浮
具
 慢
 -
 
、
菩
薩
 如
 桂
木
津
客
塵
 故
染
 、
龍
佳
 三
 
縁
起
 法
 如
 -
 
、
不
。
 起
 二
黒
白
 

差
別
見
 -
 
枚
。
 

こ
の
中
、
初
地
 見
浄
 、
二
地
 戒
 浄
は
解
深
密
経
の
初
地
の
 熟
蕃
 補
特
 伽
羅
政
法
 -
 
愚
痴
、
二
地
の
微
細
謹
 犯
 愚
痴
 に
一
致
す
る
。
凹
地
 

-
 
㌍
 "
 

大
乗
荘
厳
経
論
 巻
 十
三
、
行
住
 品
 第
二
三
の
菩
薩
 依
地
 五
名
（
 諸
地
に
 於
け
る
人
の
分
別
に
つ
い
て
）
、
 

釈
 菩
薩
 十
地
名
（
地
の
釈
名
 

い
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 

ス
於
 ，
法
身
 -
 
能
円
満
 故
 。
 

と
 説
く
十
地
の
釈
名
は
、
解
深
密
経
さ
ら
に
十
地
論
の
 所
説
に
ほ
 ば
 同
一
で
あ
る
。
世
親
 は
 先
師
の
所
説
を
改
変
 し
な
が
ら
も
踏
襲
し
て
 

  
  

  
法 地 
雲 説   
沙石 旧ニ 

，一曲。 得 。 総縁 ， 不動 - 由 。 
切相 一切法 有   

  
能 。勘 例 陀ロ 

故 維尼 。 
望 ⑨ 

  
名 讐 - 
友 - 口善 一 

夫章 
幸吉 
  

  
広 無 
大 礒 
障 - 智 一 

放 牧   
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何
故
人
地
説
 名
 ：
現
前
 -
 
。
 由
 ，
縁
起
智
満
：
所
依
 正
 -
 、
能
 台
中
般
若
波
羅
蜜
多
現
在
前
上
。
⑦
何
故
 
七
 地
税
名
主
 遇
ゲ
け
 
-
 。
圭
三
功
用
 行
 最
後
 
8
 

 
 



の
 新
法
門
 異
 慢
は
十
地
論
の
四
 地
 解
法
 慢
障
に
 、
五
地
の
 断
 相
続
 異
 慢
は
同
し
く
五
地
の
身
 浄
 我
慢
 障
に
 繋
が
る
 。
大
地
の
新
築
浮
具
 

慢
は
解
深
密
経
の
現
前
額
，
 察
 諸
行
流
転
 -
 
と
相
多
 現
行
 愚
夢
 、
十
地
論
の
微
煩
悩
 習
 障
の
内
容
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
 か
の
如
く
で
あ
る
。
 そ
 

し
て
地
の
釈
名
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

①
 見
 。
 
真
 克
二
利
物
 -
 
、
此
処
 得
 ，
歓
喜
 -
 釜
 ロ
 
提
の
近
ぎ
を
 見
る
も
の
に
は
、
衆
生
の
利
益
の
成
立
が
あ
り
、
強
 き
 歓
喜
が
生
ず
る
。
 そ
 

れ
 故
に
歓
喜
地
と
称
せ
ら
れ
る
）
。
②
 出
 /
 犯
 坦
三
畏
 ら
、
 走
卒
 二
 
離
垢
 地
一
 （
 
犯
戒
と
 功
用
と
の
垢
が
な
い
が
故
に
 、
離
垢
の
地
と
い
わ
 

れ
る
）
。
③
 求
 。
 
法
持
工
 法
力
 -
 
、
 作
 。
開
放
 
名
 。
 
明
 
（
ま
た
 
大
法
の
光
明
を
起
す
が
故
に
、
発
光
で
あ
る
）
。
④
 惑
障
 智
障
 薪
能
 焼
是
烙
慧
 

（
菩
提
分
の
法
が
 
烙
 と
な
っ
て
、
 能
焼
 と
な
る
か
ら
、
 烙
 慧
を
有
す
る
も
の
と
い
 は
ね
 、
そ
れ
を
勤
修
す
る
故
に
 、
 二
を
焼
く
為
に
 、
 

そ
れ
が
地
で
あ
る
）
。
⑤
 難
退
 有
三
一
種
 -
 
、
能
退
散
 難
勝
 
（
諸
の
衆
生
の
成
熟
と
、
 
自
 心
の
守
護
と
が
、
諸
の
有
 智
者
に
よ
っ
て
 、
漸
 

く
に
し
て
、
 打
 勝
た
れ
る
。
故
に
難
勝
と
呼
ば
れ
る
）
。
 
⑥
 不
 。
 住
 三
一
法
 -
 
観
、
恒
 規
名
 ：
現
前
 -
 （
 
此
 世
に
於
て
 輪
 廻
と
 、
又
、
 浬
架
と
 

の
 二
つ
の
も
の
が
現
前
す
る
が
故
に
、
般
若
波
羅
蜜
に
 依
 止
す
る
が
故
に
 、
 実
に
、
現
前
の
地
と
い
は
れ
る
）
。
   

遠
 芸
名
 巳
 退
行
 -
 二
乗
 道
に
 雑
は
る
が
故
に
、
遠
行
 地
 と
ぃ
 は
れ
る
）
。
⑧
 
相
想
 無
相
 想
 、
動
 無
 不
動
地
（
 又
、
 二
想
 に
よ
っ
て
動
じ
 

造
 

な
い
か
ら
、
不
動
と
称
せ
ら
れ
る
）
。
⑨
四
 %
 智
 力
石
、
 説
 "
 
書
林
二
苦
 拳
 
（
 
無
擬
 解
の
慧
が
 善
性
 な
る
が
 故
に
、
善
意
の
 地
 と
は
い
は
 

嘩
 

れ
る
）
。
⑩
三
門
 和
圭
や
 、
 雨
 。
法
名
 二
法
零
 
（
 
法
 裏
地
は
二
が
遍
満
す
る
が
故
に
 、
 法
と
い
う
虚
空
に
 通
 ず
る
雲
の
如
く
で
あ
る
）
。
 

 
 

関
係
を
求
め
、
 十
 障
の
成
立
を
過
程
見
て
き
た
が
、
こ
れ
 ら
の
文
献
に
は
十
地
論
に
説
 

 
 

 
 

け
 
か
れ
る
十
階
名
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

第
二
に
は
、
十
波
羅
蜜
多
の
障
を
の
べ
、
次
に
十
地
の
功
 徳
に
別
障
 あ
り
と
し
て
、
 遍
 

 
 

 
 

こ
こ
に
は
 十
障
 名
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
世
親
 の
 摂
大
乗
論
釈
論
 巻
 七
の
彼
 

十
修
 差
別
 分
 第
六
に
は
、
無
著
が
寸
法
界
に
お
け
る
 十
種
無
明
を
指
摘
し
た
の
に
対
し
て
、
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②
 於
三
 諸
有
情
 -
 
身
等
 邪
行
 
ヴ
監
コ
審
寸
 
三
の
団
の
 

o
m
 

の
つ
 p
 の
 で
す
 
せ
片
コ
 
ユ
 
p
0
 
拍
 田
仁
 
の
 
的
 Ⅰ
 
屈
 ヴ
ロ
が
 

③
遅
鈍
性
。
 
於
 二
間
 思
 修
 -
 
面
有
三
忘
失
 -
 す
 日
汀
 砂
田
Ⅰ
 0
 
 
片
す
 
0
 ㏄
で
 帥
隼
 P
 レ
ヴ
 の
が
日
の
 
で
 山
ロ
 が
オ
す
 の
 
む
 0
 （
（
）
の
で
が
 

ヴ
 （
）
 

e
 年
つ
麓
臣
 山
口
 

④
微
細
煩
悩
現
行
、
保
二
生
身
 
児
 等
 -
 
。
 摂
二
此
 最
下
品
 -
 
故
 。
不
作
意
縁
故
。
 
遠
随
 現
行
 故
 。
 応
 。
如
是
微
細
身
 0
 コ
 日
 0
 臣
の
 
で
 帥
で
 す
 Ⅱ
 
ひ
 Ⅰ
 

ヴ
曲
 ガ
目
口
占
 
ま
 Ⅱ
 
幅
せ
け
ヴ
 
p
 
 
の
圧
の
巨
二
の
臣
 

臼
的
 の
 
ガ
せ
 
の
の
 
で
曲
す
 
）
甘
言
的
付
の
 

す
 0
 ㏄
の
）
 
曲
 ）
（
い
す
 

帥
宙
 
㏄
 
0
 幅
の
 
で
 簿
の
 
す
 の
 
隼
 二
の
 
づ
 の
 
ゴ
 0
 
 
隼
の
せ
㏄
 
ゴ
 の
す
二
ひ
 

ヴ
曲
す
ヰ
 

r
 コ
の
 
日
で
が
 臣
ぃ
住
オ
 
せ
い
 
つ
ゴ
せ
 
Ⅰ
～
 
年
 a
 臣
 日
中
 
宙
 ）
 
簿
ヴ
せ
 
0
 宙
で
 欝
隼
ひ
オ
ヴ
 
の
曲
の
 
で
 の
牙
レ
 
隼
ヨ
 漏
の
 で
麓
臣
ぎ
オ
 田
山
ロ
サ
 
田
山
Ⅱ
年
が
由
オ
 
仁
コ
侍
目
 

の
で
 
せ
 0
 ら
づ
 a
 
r
 

田
臣
巨
ロ
の
 
0
 レ
ヴ
曲
 ゴ
ぃ
 
年
 二
円
で
す
Ⅱ
の
 

隼
 す
が
せ
～
 
臣
 ㌧
 簿
 
Ⅱ
ニ
的
 づ
簿
 
㍉
 す
円
簿
甘
 
。
 

⑥
船
工
下
乗
 -
 
般
 淫
薬
（
 ゴ
 の
め
 づ
 P
 
 
口
目
 ビ
つ
窃
目
で
ひ
 が
 
コ
ト
曲
の
 
ゴ
 巨
が
 
ゴ
ヴ
 が
 

⑥
粗
相
現
行
日
防
ぎ
コ
日
出
お
せ
 a
c
 汀
コ
づ
 。
寸
オ
 /
 臣
 （
 
E
 
 
の
 
で
ぺ
 
0
 宙
で
 燵
 

⑦
 細
相
 現
行
日
 汀
ぎ
コ
日
曲
菩
 3
 年
日
。
 
団
ぎ
 コ
 ミ
 の
で
 
せ
 0
 宙
づ
燵
 

⑧
 於
 ，
無
相
 -
 
作
 打
日
あ
ぎ
コ
日
 曲
 日
色
盲
「
目
口
 0
 コ
づ
 P
 Ⅰ
 す
 Ⅰ
 仁
す
ゼ
 の
 
年
で
か
 

⑨
放
下
 飢
 二
盗
有
情
 -
 
車
上
不
作
行
お
 ヨ
 の
 n
p
 
コ
的
吉
宙
 0
 口
 ヴ
 ぜ
の
 
隼
つ
曲
団
日
ひ
 0
 コ
づ
 が
Ⅱ
ロ
 
コ
コ
甘
 年
年
 ヴ
 せ
の
口
口
 
P
 

⑳
 於
 ：
諸
法
中
 -
 
朱
 "
 博
二
自
在
 -
 芽
 。
 
す
つ
代
ヴ
 目
が
 ヴ
 P
 官
 
の
ゴ
 
0
 の
）
が
ぬ
芹
の
 

Q
 
 
ヴ
 0
 Ⅱ
 す
せ
リ
す
 
曲
目
の
口
ロ
 の
ゴ
 
。
 

こ
の
 十
障
は
 、
字
句
に
多
少
の
異
な
り
は
あ
・
っ
て
も
、
 
内
 容
は
十
地
論
の
十
 障
 と
全
く
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
 

こ
 こ
に
も
 寸
 障
の
内
容
 

説
明
は
な
く
、
た
だ
無
著
の
い
 う
 寸
法
界
と
の
関
わ
り
 を
 論
ず
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
点
は
無
性
釈
の
場
合
も
同
 様
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
十
時
の
名
称
は
、
世
親
に
至
っ
て
 初
め
て
考
案
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
勿
論
、
彼
以
前
の
論
 書
に
 、
そ
の
原
型
が
 

為
 。
 欲
 ド
 ニ
 二
泊
 如
 。
 是
 無
明
 -
 
枚
 立
 ，
十
地
 -
 
。
 

 
 

と
し
て
以
下
十
階
名
を
示
す
。
 

①
異
生
性
の
 Q
 の
 
0
 甘
の
 オ
せ
 の
す
。
田
口
 

又
所
治
障
有
 ：
 
其
 十
種
 -
 
。
 故
 丈
二
十
地
 -
 
。
 

(174)@ 60 



種
々
の
型
で
認
め
ら
れ
て
は
 い
 た
が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
 め
て
簡
潔
に
表
現
し
た
も
の
が
 十
障
 で
あ
っ
た
と
い
え
る
  
 

と
こ
ろ
で
、
世
親
 釈
 に
は
真
諦
、
 
笈
 歩
兵
 行
矩
等
 、
玄
 実
の
三
 訳
 が
あ
る
。
 玄
 英
訳
が
簡
潔
に
十
階
名
を
示
す
に
 と
ど
ま
る
の
に
対
し
 

て
 、
真
諦
 訳
 に
は
 十
 障
の
各
々
に
説
明
が
加
え
ら
れ
て
 い
る
。
従
来
、
真
諦
の
訳
出
論
書
に
彼
自
身
に
 よ
 る
増
床
 が
 、
す
こ
ぶ
る
多
く
 、
 

そ
れ
が
彼
の
仏
典
翻
訳
上
の
特
色
の
 一
 っ
と
し
て
指
摘
 
さ
れ
て
も
い
る
が
、
 
摂
 講
釈
も
そ
の
 

@
z
 

3
 
 

）
 

一
例
で
あ
ろ
う
。
 
た
 だ
し
、
真
諦
 訳
 に
十
 障
 

の
 説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
 

玄
 英
訳
か
ら
類
推
さ
 れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
原
典
に
 十
 障
の
解
説
が
 な
く
、
内
容
が
簡
略
 過
 

ぎ
る
こ
と
に
対
す
る
真
諦
の
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
 っ
 た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 

十
障
 の
 意
 味
は
内
容
の
解
説
は
 、
 

有
意
義
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
な
い
。
真
諦
 訳
は
修
相
立
 早
 第
四
に
十
一
地
の
義
を
明
か
す
中
で
、
 

（
㏄
 
@
 

所
念
 諸
地
 
議
広
 知如
 二
十
七
拙
論
説
 -
 

と
し
て
、
真
諦
に
よ
る
 楡
伽
論
 の
 異
訳
 と
さ
れ
る
十
七
 ぬ
 論
を
あ
げ
、
前
述
の
旅
 伽
論
摂
 決
択
 分
 、
す
な
わ
ち
 解
 深
密
 経
 池
波
羅
蜜
多
 品
 

の
 二
十
二
無
明
（
愚
痴
）
説
を
引
用
す
る
。
真
諦
 訳
 の
 対
 浩
章
の
 十
 障
の
説
明
に
こ
の
無
明
説
の
反
映
を
窺
わ
せ
 る
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
 

と
か
ら
、
真
諦
訳
は
世
親
に
 よ
 る
十
階
説
の
成
立
に
対
 し
て
、
解
深
密
経
所
説
か
ら
の
強
い
影
響
を
容
認
し
て
い
 た
も
の
と
推
考
さ
れ
る
 

造
 

の
で
あ
る
。
以
上
、
十
 障
 説
の
形
成
過
程
を
仙
 っ
 て
 ぎ
た
が
、
 
十
 障
は
十
地
と
の
関
係
の
中
で
、
ま
た
逆
に
 、
十
地
の
名
称
と
そ
の
意
味
 

嘩
 

内
容
も
ま
た
 十
障
 と
の
関
係
で
 担
 え
る
こ
と
が
、
 
唯
 識
派
 の
一
つ
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
 八
ソ
 
。
 

 
 

列
す
る
が
、
 
箇
 々
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
何
ら
関
税
 し
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
 

ぬ
は
 、
講
中
の
十
地
の
各
地
の
註
釈
に
求
め
ら
れ
れ
 ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
 十
 障
の
意
味
」
と
し
て
 別
稿
に
 論
ず
る
こ
と
に
し
た
 い
 。
 

お
 

 
 

に
 

 
 
 
 
 
 

論
 
@
 

 
 

に
関
す
る
近
時
の
研
究
成
果
、
そ
し
て
研
究
課
題
の
所
在
に
つ
 い
 て
 ｜
 十
地
の
構
成
内
容
の
基
本
 

 
 

6
1
 

，
 

十
 

的
特
相
 」
 宅
 三
蔵
 集
 」
第
四
 韻
 
大
東
出
版
社
）
。
伊
藤
氏
は
 
、
従
来
か
ら
、
十
地
経
の
各
地
の
基
本
構
想
を
次
第
し
て
克
明
 に
 解
明
さ
れ
て
 



（
 8
 ）
 

（
 2
 ）
 

（
 3
 ）
 

（
 4
 ）
 

（
 5
n
 
）
 

（
 6
 ）
 

（
 7
 ）
 

い
る
。
近
時
の
「
大
相
説
の
源
泉
と
展
開
（
上
）
」
（
仏
教
学
第
 
十
三
号
）
は
、
十
地
菩
薩
道
と
し
て
の
地
道
を
解
説
す
る
基
本
 形
式
と
し
て
 

6
2
 

0
 人
相
に
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
十
地
を
竪
に
一
貫
 す
る
構
想
を
解
明
さ
れ
よ
 う
 と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
刃
 ・
 p
 す
 年
の
「
 
@
 り
 a
 ぎ
サ
 プ
白
オ
レ
の
口
耳
 

a
e
 （
 め
 0
 ら
ゴ
あ
笘
臣
 
せ
が
 
ヴ
 ぽ
口
 
ま
 ・
 づ
 ・
の
の
 

 
 

拙
稿
「
十
地
経
の
基
層
」
 

宅
 宗
教
研
究
」
第
五
四
巻
第
三
号
 二
 五
七
頁
）
は
、
十
地
 経
の
 
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
仏
伝
 ほ
 つ
い
て
閲
読
 

し
た
。
上
述
の
十
地
と
 +
.
 
自
在
者
の
問
題
と
と
も
に
、
菊
本
の
 最
初
に
示
さ
れ
る
帰
敬
 渇
 に
は
、
十
波
羅
蜜
と
十
地
が
断
再
三
 見
を
捨
て
た
 中
 

道
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
る
。
こ
の
渇
は
梵
 本
 独
自
の
附
加
で
あ
 る
が
、
こ
れ
も
釈
尊
の
離
苦
楽
二
週
中
道
説
を
想
起
さ
せ
る
。
 梵
 本
編
者
に
よ
 

る
 水
経
と
釈
尊
成
道
後
の
初
転
法
輪
と
の
思
想
的
連
関
を
も
た
 せ
る
た
め
の
意
図
的
操
作
と
考
え
ら
れ
る
。
 

力
ロ
 ・
せ
い
「
・
Ⅰ
㏄
 
吋
 
ひ
の
 欝
 Ⅰ
 
セ
の
隼
 

す
の
 
コ
コ
 ゆ
り
 
囲
旧
づ
 Ⅱ
 
ド
オ
 
Ⅱ
田
セ
 

ド
 ロ
ロ
（
 

で
ゆ
 
色
ひ
 
ヴ
 
す
ぎ
 
コ
珪
ガ
す
 
@
 器
血
ひ
 

コ
田
 
i
r
@
 
セ
 
が
さ
い
の
せ
い
 
つ
べ
ど
由
 
ゆ
づ
 
ひ
 Ⅱ
 
リ
 
ヨ
 ぎ
ひ
 

正
蔵
三
一
・
三
五
九
 C
 。
 無
 者
は
「
 又
 此
の
四
種
の
波
羅
蜜
多
 は
 応
に
知
る
べ
し
。
般
若
波
羅
蜜
多
の
無
分
別
智
と
後
得
智
 と
 の
摂
 な
り
」
と
 

ぺ
 、
世
親
 釈
は
 
「
若
し
是
の
処
に
於
て
十
種
の
波
羅
蜜
多
を
 
貢
税
す
れ
ば
、
此
の
中
、
無
分
別
智
の
み
を
説
い
て
般
若
 波
羅
 蜜
 参
と
為
し
、
 

其
の
余
の
方
便
善
巧
等
の
四
波
羅
蜜
多
は
後
得
智
に
摂
す
」
と
 す
 。
 

川
田
 照
 太
郎
「
仏
陀
華
厳
」
 

宅
 華
厳
思
想
」
法
蔵
 館
 ）
は
 、
十
 %
 と
 六
波
羅
蜜
多
の
項
（
三
九
頁
）
で
、
無
著
の
摂
大
乗
論
 
0
 所
説
を
引
用
 

し
て
、
前
六
度
は
根
幹
（
 因
 ）
で
あ
り
、
四
度
は
華
 果
 で
あ
る
 と
 の
べ
る
。
さ
ら
に
四
六
頁
以
下
に
、
五
位
道
諦
と
の
関
係
を
 ふ
ま
え
て
無
分
 

別
 智
を
加
行
・
根
本
・
後
得
智
の
三
位
相
に
分
け
、
根
木
 無
分
 別
 智
の
確
立
は
初
地
が
で
あ
る
、
そ
の
完
成
は
第
六
地
で
あ
り
 、
無
分
別
加
行
 

智
は
第
八
地
に
入
れ
ば
無
功
用
と
な
り
、
無
分
別
後
得
智
は
第
 セ
地
 以
後
第
十
地
に
完
成
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
 虹
 分
別
 智
 で
あ
る
般
若
 波
 

羅
 蜜
は
三
位
相
を
も
っ
て
全
体
と
し
て
十
地
に
わ
た
っ
て
完
成
 さ
れ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
 

荒
牧
英
俊
ョ
大
乗
仏
典
十
地
 経 」
（
中
央
公
論
社
）
の
解
説
 四
 0
 
一
頁
。
こ
の
見
解
に
 
ょ
 れ
ば
、
初
地
か
ら
第
六
地
ま
で
は
 、
菩
薩
は
「
 ま
 

よ
い
の
共
同
体
」
と
「
さ
と
り
の
共
同
体
」
の
二
重
構
造
の
 う
 ち
、
 
「
ま
よ
い
の
共
同
体
」
に
対
し
て
、
大
慈
悲
 心 を
も
っ
て
 
そ
の
衆
生
を
あ
 

わ
れ
み
、
慨
嘆
 し
 、
そ
の
世
界
を
観
察
、
観
照
、
諦
観
し
 、
一
 方
で
は
各
種
の
自
利
行
を
堅
実
に
実
践
し
つ
つ
、
「
さ
と
り
の
 共
同
体
」
を
ひ
 

た
す
ら
追
求
す
る
。
第
六
地
に
至
っ
て
菩
薩
は
二
つ
の
「
共
同
 体
 」
的
真
理
の
相
即
性
に
目
覚
め
、
第
七
 地
 以
上
は
 
、
 新
た
な
 る
 菩
薩
道
の
展
 

開
 に
進
む
の
で
あ
る
。
 

乙
 ・
 づ
 9
 
 Ⅰ
 燵
 ，
十
地
経
論
の
註
に
 ょ
 れ
ば
、
「
こ
の
中
、
 

 
 

手
 り
と
は
、
 
い
 

わ
ゆ
る
所
説
の
十
地
で
あ
り
、
観
想
し
 依
 止
す
る
な
ら
ば
 
諸
地
 に
お
け
る
智
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
 
大
三
年
 拍
 Ⅱ
 

名
ま
 掠
簿
 と
は
、
地
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
 

住
 
㏄
 
コ
窃
せ
 a
=
 の
 
芽
哩
 こ
と
は
、
余
地
に
転
入
し
な
い
期
間
で
あ
る
。
転
入
 

ゴ
つ
 
ダ
が
 
Ⅰ
 ヴ
曲
 
Ⅱ
の
㏄
 



十地経論における 行相の構造 

（ （ （ （         
14  13 ） ） 1 1 6 5 

12   11   0 ） l Ⅰ 

    

  
    修 

4 エ 
諸 

白房 

号 @ 七 a で、 

白 

は京チ 「十地 第三号 

  紹 ぺ 糸毛   
63@ (177) 



      
25 ） 

24   土 2 ） ） 3 ） 2 2 l ） 2 ll 2 ） 0 i ） 9 ） l 土 8 7 

波 ㎎ - -   

所所 一 

と 説   
で本 

正蔵一二 上小 @ 目 北京 や田 あ % の a （（ v 

と ヒ ム 目 

火署些責 
  

化話 さ 

を邪 ら   
、 げ すⅠ 略 

  

。 光 

地 - 

    
Ⅰ K@ @ 。 ヶ @ @ 修 

  
ぎ った 検   不能 いだ 討 ⑤方便 が   

せ 。 

㏄ の な障 ） 智 正蔵 三 」 て 印 世 し、 したも なき （ と 
  ( ム 親の （   す し 日 

摘 
  す 

る 。   十 
地   練 準 経 
  以下 深密二巻 との Ⅹ 障 小 ③ 夢 釜   

(178) 64 
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