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『発
心
集

』
に
み
る
聖

の
二
類
型

蓮
花
城
と
心
戒

山

田

昭

全

蓮
花
城
説
話
に
付
属
す
る
論
説
文

 
『
発

心
集
』
巻
第
八
話

は
蓮
花
城

と
い
う
聖
が
入
水
往
生
を
試
み

て
失

敗

す

る
話

で
あ

る
。

 
蓮
花
城
が
盟
友
登
蓮

に
対
し
て
入
水
往
生
を
し
た

い
と
告

る
。
登
蓮
は

一
旦

制

止
し
た
が
、
相
手

の
決
意
が
固

い
と

み
て
入
水

に
協
力
す

る
こ
と
を
誓
う
。

か
ね
て
予
告

し
た
入
水
の
日
が
来
る
Q

そ
の
こ
と
を
聞
き

つ
け
た
人

々
が
多
数

桂

河

の
岸
辺

に
集
ま

っ
て
見
物
し
て

い
る
。
衆
人
環
視

の
中
を
舟
が
渕

に
漕
ぎ

出

し
、
蓮
花
城
は
め
で
た
く
入
水
を
と
げ
た
。
数
日
後
病
気

に
な

っ
た
登
蓮

の

夢
枕

に
蓮
花
城
が
現
わ
れ
て
言

っ
た
。

い
よ
い
よ
入
水

の
段

に
な

っ
て
急

に
こ

わ
く
な
り
、
も
う

一
度

制
止
し
て
も
ら
い
と

し
き
り

に
目
で
合
図

し
た

の
に
、

早
く
早

く
と
せ
き
た
て
ら
れ
、
止
む
な
く
飛

び
込
ん
だ
。
そ
の
恨

み
の

一
念
故

に
魔
道
に
お
ち
、
か
く
夢
中

に
現
わ
れ
た
の
だ
と
Q

 

さ
て
、

こ
の
話

の
あ
と

に
長
明
は
長

い
論
説
文
を
書
き
加
え
て

い
る
。

ま
ず

 
 

A
是

こ
そ
、
げ

に
宿
業

と
覚
え
て
侍
れ
。

且
は
又
、
末

の
世

の
人

の
誠
と

 
 

〔
 
 
 
 
 
㊨
!

 
 
 
 
 
:

 
 

な
り
ぬ
べ
し
。
人

の
心
は
か
り
が
た
き
物

な
れ
ぽ
、
必
ず

し
も
清
浄

・
質

 
 

直

の
心
よ
り
も

お
こ
ら
ず
。
或

い
は
勝
他
名
聞

に
も
住
し
、
或

い
は
僑
慢

 
 

・
嫉
妬
を
も
と
と
し
て
、
愚
か
に
、
身
燈

・
入
海
す

る
は
浄

土
に
生
る
る

 
 
ぞ

と
ば

か
り
知
り
て
、
心

の
は
や
る
ま
ま

に
、
か
や
う

の
行

を
思
ひ
立

つ

 
 
事

し
侍
り
な
ん
。
即
ち
、
外
道

の
苦
行

に
同
じ
。
大
き
な
る
邪
見

と
云
ふ

 
 
べ
し
。
其

の
故
に
、
火
水

に
入
る
苦

し
み
な

の
め
な
ら
ず
。
其

の
こ
こ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎

 
 
ざ
し
深
か
ら
ず

は
、

い
か
が
た
え
忍
ば

ん
。
苦
患
あ
れ
ば
、
又
心
安
か
ら

 
 
ず
。
仏

の
助
け
よ
り
外

に
は
、
正
念

な
ら
ん
事
、
極

め
て
か
た

し
。
中

に

 
 
も
、
愚
か
な
る
人

の
こ
と
く
さ
ま
で
、
「
身
燈
は
え

せ
じ
。
水

に

は

や
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤
i

 
 
く
し
て
ん
」
と
申

し
侍

る
め
り
。

則
ち
、

よ
そ
目
な
だ
ら
か

に
て
、
其

の

 
 
心
知

ら
ぬ
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。

と
記
し
て
、
さ
ら

に

 
 
〕
P
 
 
 
 
 
 
 
 

②

 
 
B
或

る
人

の
云
は
く
、
「
諸

々
の
行

ひ
は
、
皆
我
が

心
に
あ

り
。

み

つ

か

 
 
〔ら

勤

め
て
、
み
つ

か
ら
知
る
べ
し
。

よ
そ
に
は

は
か
ら

ひ

が

た

き
事

な

り
。
す

べ
て
過
去
の
業
因
も
、
未
来

の
果
報
も
、
仏
天
加
護
も
、
う

ち
傾

き
て
我
が

心
の
程
を
・安
く

せ
ば
、
お

の
つ
か
ら
お
し
は
か
ら
れ

ぬ
べ
し
。

且

々
、

一
事
を
顕
は
す
。

C
も
し
、
人
、
仏
道
を
行

は
ん
為

に
山
林

に
も
ま
じ
は
り
、

ひ
と
り
墳

野

の
中

に
も
を
ら
ん
時
、
な
ほ
身
を
恐
れ
、
寿
を
惜

し
む
心
あ

ら
ば

、
必
ず

一g一



 
 

し
も
、
仏
擁
護

し
給

ふ
ら
ん
と
は
愚

む
べ
か
ら
ず
。
垣

・
壁

を

も

か

こ

 
 

ひ
、
遁
る
べ
き

か
ま

へ
を
し
て
、
み
つ

か
ら
身
を
守
り
、
病

ひ

を

助

け

 
 

て
、
や
う
や
う
す
す

ま
ん
事
を
願

ひ

つ
べ
し
。

 
 

D
も

し
、

ひ
た
す

ら
仏

に
奉
り

つ
る
身

ぞ
と
思

ひ
て
、
虎
、
狼
来

た
り
て

 
 

犯
す
と
も
、
あ

な
が

ち
に
恐
る
る
心
な
く
、
食
ひ
物
た
え
て
、
餓
ゑ
死
ぬ

 
 

と
も
、
う
れ
は
し
か
ら
ず
覚
ゆ
る
程

に
な
り
な
ば
、
仏

も
必
ず
擁
護
し
給

 
 

ひ
、
菩
薩
も
聖
衆
も
来

た
り
て
、
守

り
給

ふ
べ
し
。
法

の
悪

鬼

も

毒

獣

 
 

も
、
便

り
を
得

べ
か
ら
ず
。

盗
人

は
念
を
起
し
て
去

り
、
病

ひ
は
仏

力
に

 
 

よ
り
て
癒

え
な
ん
Q

 
 

E
是
を
思

ひ
分

か
ず
、
心
は
心
と
し
て
浅
く
、
仏

天

の
護
持

を

た

の

む

 
 

は
、
危

ふ
き
事
な
り
」

と
語

り
侍
り
し
。
此

の
事
、
さ
も
と
聞

こ
ゆ
。

と
続
け
て
い
る
。

B
C
D
E
は
ひ
と
続
き

の
文
で
、
冒
頭

の
傍
線
P

の

「
或

る

人
」
が
語

っ
た

こ
と
ば
で
あ

る
。

い
ま
後
述

の
便
宜

の
た
め
、
か
り
に
四

つ
の

段
落

に
分
け
た
。
結

局

「
あ

る
人
」
は
、
す
べ
て
の
行
為

の
帰
趨
は
心
が
決
す

る
、
み
ず

か
ら

の
努

力
で
心
を
安
泰

に
保

つ
ほ
か
は
な
く
、
他
人

に
は
ど
う
す

る

こ
と
も

で
き
な

い

(
B
)
、
山
野

で
仏
道
修
行
し
て
も
、
も
し
命
を
惜

し

む

心
が
あ

る
な
ら
ぽ
、
自
分

の
身
は
自
分

で
守

り
な
が
修
行
を
深
か
め
る
べ
き
だ

(
C
)
、

し
か
し
、
も
し
、
す

べ
て
を
仏
道

に
捧
げ

て
何
物
を
も
恐
れ
ぬ
心
境

に

達

し
た
な
ら
ば
、
そ
の
と
き

こ
そ
仏
菩
薩

が
擁
護

し
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
(
D
)
、

そ
の
よ
う
な
段
階
に
達
す

る
以
前

に
仏

天
の
護
持
を
あ

て
に
す

る
の
は
危
険
だ

(
E
)
、
と
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

二
 

心
戒
説
話
に
付
属
す
る
論
説
文

さ

て
、

こ
の
論
旨

と
ま
こ
と

に
よ
く
似

た
論
旨
を
持

つ
文
章
が

『
発
心
集
』

の
中

に
あ

る
。
巻
七
第
十

二

「
心
戒
上
人
、
跡

を
留

め
ざ
る
事
」
後
半

の
論
説

部
分

が
そ
れ
で
あ

る
。

 
平
家
滅

亡

の
お
り
発

心
し
て
高
野

に
籠

っ
た
心
戒
房
と

い
う
放
浪

の
聖
は
重

源
と
と
も

に
入
唐

し
、
深
山

に
入

り
、
苛
酷

な
修
行

に
も
堪

え
た
。
帰

国
後
津

軽

.
壺

碑

な
ど
地
方

を
放
浪
し
た
。
建
礼
門
院

八
条
と

い
う

心
戒

の
妹
が

み

す
ぼ
ら
し

い
身

な
り
の
兄
を
さ
が
し
出

し
、
山
崎

に
庵
室
を
あ

て
が

い
、
小
法

師

一
人
を

つ
け
て
住

ま
わ
せ
た
が
、
間
も
な
く

一
人

の
聖
が
訪
れ

る
と
、
さ

っ

そ
く

二
人

し
て

い
つ

こ
と
も
な
く
姿
を
か
く

し
た
。
小
法
師

は
二
人
が
丹
波
を

話
題

に
し
て
い
た

こ
と
を
手
が
か
り
に
、
探
し

に
行
く
と
、
は
た

せ
る
か
な
穴

太

に
訪

ね
あ

て
る
こ
と
が
で
き

た
。

だ
が
、
心
戒

の
厳

し
い
拒
絶

の
前

に
小
法

師
は

一
人

で
空

し
く
帰
ら
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
そ
の
後
心
戒

の
行
く
え
は
沓

と
し
て
わ

か
ら
な
く
な

っ
た
と
い
う
話
を
記
し
た
あ

と
、

 
 
F
い
と
尊
く
、
今

の
世

に
も

か
か
る
た
め
し
も
侍
れ
ば
、

こ

れ

を

聞

き

 
 
て
、
我
が
心

の
お
ろ
か
な

る
事
を
も
励
ま
し
、
及

び
が
た
く
と
も
、
こ
ひ

 
 
ね
が

ふ
べ
き
な
り
。

と

い
う

コ
メ

ソ
ト
を
付
し
、
さ
ら

に
、

 
 
〕
 
 
 
 
P

 
 
G
こ
こ
に
、
或

る
人

の
云
は
く
、
「
か
く

の
如
く

の
行
、
我
等
が
分

に
あ

 
 
ら
ず
。

一
つ
に
は
、
身

よ
わ
く
し
て
、
病

ひ
お
こ

り

ぬ

べ

し
。

一
つ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑱

 
 
は
、
衣
食

と
も

し
か
ら
ぽ
、
な
か
な
か
心
乱
れ

て
む
。
身

を
全
く
し
、

心

 
 
を
し
づ
め
て
、

の
ど

か
に
念
仏

せ
ん
に
は

し
か
じ
」
と
云
ふ
。

こ
れ
、

ひ

 
 
と

へ
に
志
浅
く
、
道
心
少
な
き
故
な
り
。

と
、
ま
た
し
て
も

「
或

る
人
」

の

コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
、

こ
ん
ど

は
こ
の

「
或

る
人
」

の

コ
メ
ソ
ト
に
対

し
て

 
 

H
実

心
お
こ
ら
ず
は
、
仏
法
合
ひ
が

た
し
。
露
命
は
消
え
や
す

し
。

一
念

 
 

に
て
、
他
事
を
思

ふ
べ
か
ら
ず
。
片
時
な

り
と
も
恐
れ
た
ら
ん
事
、
毒
蛇

 
 

 
 
 
 
 
㊧

 
 

の
如
く
捨

て
、
此

の
身
を
ば
、
水

の
み
な
も
と
と

い
と
ふ
べ
し
。

か
か
れ

一10一



ば

わ
ざ
と
も
此

の
身

を
仏
道

の
為

に
投
げ

て
、
不
退

の
身

を
得

ん
と

こ
そ

覚
ゆ
べ
け
れ
。
病

ひ
お
こ
り
て
死
な
ん
に
至
り
て
は
、
思
ひ
あ

る
べ
き
身

か
は
。
悪
業

の
依
身
な

り
。

不
浄

の
庫
蔵

な
り
。

つ
ひ
に
道

の
辺

の
土
と

 
 
 
 

禽
曽 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ートー
-1
 
 
 
 
 :

な

る
べ
し
。
し
ぽ

し
い
た
は
り

て
何

か
せ
ん
。

い
か

に
も
、
衣
食
は
生
得

 
 

の
法
な
り
。
天
運

に
ま
か
せ
て
も
あ

り
。
病

ひ
は
又
、
習

に
従

ふ
。

い
た

 
 

は
る
と

て
も
、
必
ず

し
も
去
ら
ず
。
富

め
る
人

の
お
と
ろ

へ
た

る
様
を
見

 
 

る
に
、
ゆ
た
か
な
る
時
、
衣
を
厚
く
着

て
、
薬
を
服

し
て
壁
代
を
ひ
き
、

 
 
様

々
身
を

い
た
は
る
に
は
、
常

に
風
熱
き

ほ
ひ
発
り
て
、
神
心
や
す
き
事

 
 
な

し
Q

 
 

I
此

の
人
ま
つ
し
く
な

り
て
、
飢
寒
身
を
悩
ま
し
、
服
薬

心

に

か

な

は

 
 
ず
。
諸

々
の
悪
事
、
を

り
に
つ
け

つ
つ
皆
身
を
お
か
す
。
昔

の
如
く
な
ら

 
 
ば
、
忽

ち
に
病

ひ
起

り
て
死

ぬ
べ
け
れ
ど
も
、
か
や
う
に
身
を
捨

つ
る
後

 
 

は
、
病

ひ
も
従
ひ
て
去

り
ぬ
。

こ
れ
則
ち
、
身
は
な
ら
は
し

の
物
な

る
う

 
 

へ
に
、
運
命
限
り
あ

る
故
な

る
べ
し
。
況

や
、
仏
力
む
な
し
か
ら
ず
は
、

 
 
何

の
病

ひ
か
競

は
ん
。
職
感

な
ら
ば
、
身
も

つ
よ
き
事
を
得
て
ん
。

 
 
J
す
べ

て
い
と

へ
ど
死
す
。
惜
し

め
ど
も

た
も
た
れ
ざ
る
は

此

の

身

な

 
 

り
。
た
ま
た
ま
仏
法

に
あ

ひ
奉
り
、
決
定
往
生
す
べ
き
道

を

聞

き

な

が

 
 
ら
、
仮

の
身
を

い
た
は

り
、
五
欲

に
つ
な
が
れ
て

一
期

を
暮
す
、
は
か
な

 
 
き
事

に
は
あ
ら
ず

や
。

と

い
う
論
評
を
繰
り
出
し
て
い
る
。

F
か
ら
J
ま
で
原
典
で
は
ひ
と
続
き

の
文

だ
が
、

い
ま
わ
か
り
や
す

く
す

る
た
め
適
宜
段
落

に
切

っ
た
。

 
或

る
人
が
、
自
分

の
よ
う

な
者

は
と
う
て

い
心
戒

の
ま
ね
は
で
き

な
い
、

か

ら
だ
を

い
た
わ
り

つ
つ
、

の
ど
か
に
念
仏
す
る
の
が

よ
い
と

い

う

(
G
)
。

こ

れ
対

し
著
者

は
、
仏
道
は
実

心
が

な
け
れ
ば
成
就
し
な
い
。
肉
体
は
悪
業

の
依

身
で
あ

り
、

不
浄

の
庫
蔵
で
あ

っ
て
、

し
か
も
亡
び
や
す

い
。
そ

の
よ
う

な
身

を

い
た
わ
る
よ
り
は
、
進

ん
で
仏
道
に
献
じ
、
不
退

の
身
と
な
る
ぺ
き
だ
。
衣

食
や
病
気
は
天
運

に
ま
か
せ
れ
ぽ
何

と
か
な
ろ
う

(
H
)。

心
戒

は
身

を

捨

て

て
貧
苦

の
ど
ん
底

に
あ

ま
ん
じ
た
が
、
仏
力
を
得

て
病
気

に
も
か
か
ら
な
か

っ

た
(
1
)
。
所
詮
死
ぬ
命
、
決
定
往
生

の
道

を
聞
き
な
が
ら
、
五
欲

の

一
生

で
終

る
の
は

お
ろ
か
で
は
な

い
か

(
J
)

と
論

じ
て
い
る
。

三
 
両
論
説
の
共
通
性

 
と

こ
ろ
で
、
さ
き

の
蓮
花
城
と

こ
の
心
戒
と
は
と
も

に

「近

き
比
」

の
実
在

の
人
と
し
て
共
通
す

る
。
『
百
錬
抄
』
安

元
二
年

(
=

七
六
)

八
月
十

五

日

の
条

に
、
蓮
華
浄
上
人
以
下
十

一
人
が
入
水
し
た
旨

の
記
録
が

み
え
、

ま
た
心

戒
は
出
家
前
は
平
宗
親
と
名

の
る
平
家

の

一
員

で
、
阿
波
守

に
任
じ
、
旧
部
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1
)

の
粟
田
成
良

(
11
重
能
)

は
東
大
寺
焼
き
う

ち
の
実
行
人
で
あ

っ
た
と
い
う
。

長
明

の
日
野
山
中

の
隠
遁
生
活

に
は
俗
界

か
ら

の
情
報
を
キ

ャ
ッ
チ
す

る
の
に

意
外

に
敏
感
な
ア

ン
テ
ナ
を
用
意
し
て

い
た
ふ
し
が
み
え
る
が
、

こ
う

し
た
実

話
も
そ

の
情
報
網

に
か
か

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
歴
史
的
に
も
他

に
所
見

の
な

い
貴
重
な
資
料
と
言
う

こ
と
が
で
き

る
Q

 
両
者

に
は
し
か
し
同
時
代

の
人
物

と

い
う
共
通
点
は
あ
る
も

の

の
、
仏
道
修

行

の

レ
ベ
ル
で
は
明

ら
か
に
格
差
が
認

め
ら
れ

る
。
前
掲

の
二

つ
の
論
説
文
を

比

べ
れ
ぽ
、
長
明
が

こ
の
格
差
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
が
は

っ
き

り
す

る
Q

 
蓮
花
城

の
場
合
、
「
或

る
人
」

の
言
を
借

り
て
、
「
心
は
心
と
し
て
浅
く
、
仏

天

の
護
持
を
た

の
む
」
(
E
)
ほ
ど

の
六
準

に
達

し
て
い
な

い
人
物

と
し
て
位
置

づ
け

て
い
る
。

こ
れ
は
ち

ょ
う
ど
、
心
戒

に
対
す

る

コ
メ
ソ
ト
部
分

(
G
)
に
、

「
こ
れ
、

ひ
と

へ
に
志
浅
く
、
道
心
少
な
き

故
な
り
」
と
断
ず

る
人
物

と

ほ

ぼ

同
水
準

の
者

で
あ
ろ
う
。
自
分
は
と
う

て
い
心
戒

の
ま
ね
は
で
き

な

い
、
「
身

を
全
く

し
、

心
を

し
づ

め
て
、

の
ど

か
に
念
仏

せ
ん
に
は
し
か
じ
」
と
告
白
す
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る

「
或

る
人
」
(
P
)

が

「
志
浅
く
、
道

心
少
な
き
」
人
だ

っ
た
わ
け

だ

が
、

そ
う
す

る
と
、

こ
の

「或

る
人
」
(P
)
と

「
仏
天
の
護
持
を
た

の

む
」
資
格

に
欠
け
た
蓮
花
城

と
は
ほ
ぼ
同
水
準

の
者
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

蓮
花
城
は
極
楽

往
生

に
は
失
敗
し
た
が
、
仏
道
を
志

し
た
聖
で
あ

る
点

で
は

心
戒
と
同
列
で
あ

る
。

た
だ
心
戒

の
よ
う

に

「
不
退
」

の
域

に
至

っ
て

い
な

い

だ
け
で
あ
る
。

一
般

の
世
俗

の
人
と
は
区
別
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
読

み
落

と
し

て
は
な
ら
な

い
。

こ
の
蓮
花
城

の
よ
う
な
聖

の
修
行
法

に

つ
い
て

「
或
る
人
」

(
P
)

が
指
示
を
し
て

い
る
。
段
落

C
が
そ
れ
で
あ

る
。
「
或

る
人
」

の
言

に
対

し

て

「
さ
も
と
聞

こ
ゆ
」
(
E
)

と
同
感
し
て

い
る

か

ら
、
長
明
も
同
意
見

と

考
え
て
さ
し

つ
か
え
な

い
。

 

山
中

ま
た
は
墳
野

で
修
行
し
て
い
て
寿
を
惜

し
む
気
持
が
あ
る
う

ち
は
、
外

敵

か
ら
身

を
守

る
べ
く
、
垣
や
壁

を
か
こ
い
、
病
気

に
か
か
れ
ぽ
治
療
を
施

せ

と

い
う
。

こ
れ
は

G
に
お

い
て

「
或

る
人
」
(
P
)
が
、
衣
食
が
乏

し
け

れ

ば

病
気

に
お
か
さ
れ

や
す
く
ま
た
心
が
乱
れ
て
念
仏
が

で
き
な

い
、
だ

か
ら
必
要

な
衣
食

は
と
と

の
え

て

「身

を
全
く
し
、
心
を

し
づ

め
て
、

の
ど
か
に
念
仏
」

す

る
こ
と
と
相
通
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
C
G
は
相
通
ず

る
段
落

で
あ

る
。

 

し
か
し
、

C
G

の
よ
う

な
仏
道
修
行
で
は
究
極

の

「
不
退
」

を
確
保
す
る

こ

と
は
で
き
な

い
。

C
に
お
い
て

「
や
う
や
う
す
す

ま
ん
事

を
願

ひ

つ
べ
し
」
と

言

っ
て
い
る

よ
う

に
、
こ
の
段
階
は
次

の
D

へ
飛
躍
す
る
た
め
の
過
程
、
準
備

期
間
と
位
置
づ
け
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

 

そ
れ
な
ら

D
の
段
階

と
は
ど
う

い
う
境
地
な

の
で
あ
ろ
う

か
。
具
体
的

に
は

「
ひ
た
す
ら
仏
に
奉
り

つ
る
身
ぞ
と
思

ひ
て
」
、
虎
、
狼

に
食

わ
れ

て
も

か
ま
わ

ぬ
、
食
糧
が
絶
え

て
餓
死
す

る
こ
と
も

い
と
わ
ぬ
と

い
う
境
地
に
達
す

る
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
境
地

に
達

し
た
者

は
、
結
果
と
し
て
、
仏
菩
薩

の
擁
護

を
得

て
、
外
敵
や
病
気
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る

こ
と
が

で
き
る
と
し
て
い
る
。

 
蓮
花
城
は
D

に
は
達

し
て
い
な
か

っ
た
わ
け
だ
が
、

心
戒
は
明
ら
か

に
C
を

突
破
し
、
D
に
達

し
た
人
物
で
あ

る
。
「
飢
寒
身

を
悩
ま
し
、
服
薬
心

に

か

な

は
」
ぬ
生
活

に
甘

ん
じ
て

い
な
が
ら
、
病
気
や
悪
事
は
寄
り

つ
か
な

い
。

こ
れ

は

「
仏
力
む
な
し
か
ら
」
ざ

る
結
果
で
あ
る

(以
上

1
)Q

言

い
か
え

れ

ぽ

、

「
わ
ざ

と
も
此

の
身
を
仏
道

の
為

に
投
げ

」
て

い
る
の
で
、
も
し
病

気
で

死

ん

で
も
惜
し
く
な

い
、
衣
食
は
天
運

に
ま

か
せ
て
お
け
ぽ
何
と
か
な

る
(
以
上

H
)

と

い
う
境
地

に
達

し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
さ
き

ほ
ど

の
C
と
G
が
相
通
じ
て

い
た
よ
う

に
、
D
に
対
す
る
H
I
も
、
み
ご
と
に
相
通
じ
て

い
る
。

四
 
「
或
る
人
」
の
登
場
す
る
説
話
群

 

さ
て
、

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、
蓮
花
城

と
心
戒

の
話

に
付

属
す
る
や
や

長
あ

の
論
説
部
分

の
論
理
構
造
は
、
実

に
よ
く

一
致

し
て
い
る

こ

と

が

わ

か

る
。
蓮
花
城

と
心
戒
は
ほ
ぼ
同
時
代

の
実
在

の
人
間

で
あ
り
、
長

明

の
生
き
た

時
代

に
も
重

な

っ
て
い
る
。

こ
れ
を
も

っ
て
長
明
が
同
時
代

の
隠
遁
者

の
あ

り

方

を
ど
う

と
ら
え

て
い
た
か
が
、
か
な
り
具
体
的

に
わ
か

っ
て
く
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

 

と
こ
ろ
が
、

こ
こ
に

一
つ
の
問
題
が
持

ち
上
が

る
。
蓮
花
城
に
付
属
す
る
論

説
文

は
B
C
D
E
の
す
ぺ
て
を

「
或
る
人
」
(
P
)

の
談

話
と
し
て

い

る
。

こ

れ
に
対

し
心
戒

の
場
合

は
G
の

み

が

「
或
る
人
」
(
P
)

の
談

話

で
、

H
I
J

は

『
発

心
集
』
著
者

(
11
長
明
)

の
論
説
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
食

い
違

い
を

ど
う
考

え
る
か
、
「
或
る
人
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
う

い
う
人
物

な

の
か
と

い

う

問
題

で
あ

る
。

 

三
木

紀
人
氏
は

「
長
明

の
著
書

『
無
名
抄
』

に
も

「
或

る
人

の
云
は
く
」

で

始

ま
る
文
章
が
目
立

つ
。
多
く
筆
者
長
明
自
身

の
思
惟
を

「
或
る
人
」

に
仮
託

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
)

し
て
語

っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
」

と
記

し
て
お
ら
れ
る
。
な
ぜ
長
明
が

わ
ざ
わ
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ざ
そ
ん
な
テ

ク

ニ
ヅ
ク
を
弄
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
に

つ
い
て
は
何

も
明

ら
か
に
さ
れ
て
は

い
な
い
が
、
も

し
三
木
氏

の
言
わ
れ

る
と
お
り
だ
と
す

る
と
、

P
と
P
は
長
明
自
身

と

い
う

こ
と

に
な
る
か
ら
、
蓮
花
域
、

心
戒
両
者

に
対
す

る
論
評
を
そ

の
ま
ま
長
明

の
隠
者
観
ま
た
は
仏
道
観
と
み
な
し
て
よ
い

こ
と
に
な
る
Q

 
そ

こ
で
、

こ
こ
ろ
み
に

『
発

心
集
』

に
お
け
る

「
或

る
人
云
は
く
」

の
用
例

を
追

っ
て
み
た
。
す

る
と
お
も

し
ろ

い
こ
と

に
、
蓮
花
城
、
心
戒

の
と
き
と
同

様

に
、

ほ
ぼ
同
時
代

の
隠
遁
者
を
話
題

に
し
て

い
る
所

で
、
し
か
も
同
様

の
主

題
、

つ
ま
り
道
心

の
深
浅

を
論
ず

る
よ
う
な
お

り

に
、
「
或

る
人
云
は
く
」
が

頻
出
す

る
こ
と

に
気

づ

い
た
。

 

五
巻
第
四
話

「
亡
妻
現
身
、
夫

の
家

に
帰
り
来

た
る
事
」
は
、
愛
妻
を
失

っ

た
夫

の
、
妻
を
求
め
る
心
持
が
あ
ま
り

に
強

い
た
め
に
、
火
葬

さ
れ
た
は
ず

の

亡
妻
が

一
夜

よ
み
が
え

っ
て
き

て
枕
を
か
わ
し
て
去

る
と

い
う
澄
憲
法
師

の
語

っ
た

「
近
き
世

の
不
思
議
」
な
話

の
あ
と

に
、
仏
菩
薩
も
真
実

に
拝
み
た

い
と

願
う
者

の
前

に
は
そ

の
姿
を
現
わ
す
と
論
じ
、

 
 
心
を

い
た
す
事
も
な
く

て
、
世

の
末
な
れ
ば

(仏
菩
薩

の
出
現
は
)

あ
り

 
 
が
た
し
。
拙
き
身
な
れ
ぽ
、
叶
は
じ
な
ど
思

ひ
て
退
心
を
お
こ
す
は
、
た

 
 
だ
志

の
浅

き
よ
り
お
こ
る
事

な
り
Q

と
記

し
、
そ

の
あ

と
に
、
「
或
る
人

云
は
く
」
と

し
て
、
か
げ
ろ

う

は
夫
婦
愛

が
強

い
と

い
う
説
話

を
紹
介

し
て
い
る
Q

 

澄
憲
法
師
と

い
う
同
時
代
人

の
語

っ
た

「近
き
世

の
不
思
議
」

な
話

で
あ

っ

て
し
か
も
、 

「拙

き
身

な
れ
ぽ
、
叶
は
じ
な
ど
黒

ひ
て
退
心
を
お
こ
す
は
、
た

だ
志

の
浅
き
よ
り
お

こ
る
な
り
」

の
よ
う
な
主
張

が
展
開

さ
れ
る
文
脈

の
中

に

「
或
る
人
」
が
出
て
く
る
構
造
は
、
さ
き

の
蓮
花
城
、
心
戒

の
場
合
と
は

な

は

だ
近
似

し
て
い
る
。

 

七
巻
第
十
三
話

「
斎
所
権
介
成
清

の
子
、
高
野

に
住
む
事
」
は
、
尾
張

の
斎

所
権

介
成
清

の
嫡
子
が
強

い
道
心
を
お
こ
し
、
大
仏
の
上
人

(
重
源
)

に
つ
い

て
出
家
、
高
野
山

に
住

ん
で
念
仏
と
労
役

に
身
命
を
さ
さ
げ
、
親
が
送
る
衣
食

も

い
っ
さ
い
身

に
つ
け
な
か

っ
た
と
い
う
話

の
末
尾
に
、
「或

る
人

云

は

く
」

と
し
て

 
 

浄
土
を
願

は
ん
に
は
、
身
を
全
く
し
て
念
仏

の
功
を

か
さ
ぬ
べ
し
。
何

の

 
 
故

に
か
、
身
命
を

い
た
は
ら
ざ

ら
ん
。

と
質
問
す

る
の
に
対
し
、
成
清

の
嫡
子
が
、

 
 
世

は
末
世
な

り
。
身
は
凡
夫
な
り
。
今
た
ま
た
ま
心
を
お

こ
せ
り
。
此

の

 
 

心
さ
め
ざ

ら
ん
先

に
往
生
を
遂
げ

ん
と
思

ふ
。

此
の
故

に
身

命
を
惜
し
ま

 
 
ず
。

と
答

え
た
と
し
て
結

ん
で
い
る
。
斎
所
権
介
成
清

の
嫡
子

は
さ
き

の
心
戒
と
と

も

に
高
野
山
新
別
所
専
修
念
仏
結
衆
に
加
わ

っ
た

一
人

で
、
法
名
を
寂
阿
弥
、

 
 
 
さ
いし
よ
ひ
じ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

聖
名
を
斎
所
聖

と
言

い
、
建
久
六
年

(
=

九
五
)

に
入
寂

し
た
。
長
明
と

ほ

ぼ
同
時
代

の
人

で
あ

る
。

 

こ
こ
の

「
或

る
人
」
(
か
り
に
P
と
す
る
)
と
斎
所
聖
と
の
間

に
み
ら

れ

る

道
心

の
格

差
は
、
さ
き

の

「
或

る
人
」
P

と
心
戒
と

の
間

に
み
ら
れ
た
格
差
と

ほ
と
ん
ど

一
致

す
る
。
「
身

を
全
く
し
、
心
を
し
づ

め
て
、

の
ど

か

に
念
仏

せ

ん

に
は
し
か
じ
」
(
P
)
と

「
身
を
全
く
し
て
念
仏

の
功
を
か
さ

ぬ
べ
し
」
(P

)

と
は
類
似
と

い
う

よ
り
も
完
全

に

一
致
す
る
。

こ
れ

に
対

し

「
わ
ざ
と
も
此

の

身
を
仏
道

の
為

に
投
げ

て
、

不
退

の
身
を
得
ん
」

と
願

っ
た

心
戒
と
、
「
今

た

ま
た
ま
心
を
お

こ
せ
り
。
此

の
心
さ
め
ざ

ら
ん
先

に
往
生
を
遂
げ

ん
と
思

ふ
。

此

の
故

に
身
命

を
惜

し
ま
ず
」
と
言

い
切

っ
た
斎
所
聖
も
道

心
の
強
さ

に
お

い

て
ほ
と
ん
ど

一
致

し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
斎
所
聖
は
完
全

に
心
戒
型

の
聖

で

あ

り
、

こ
の
両
人

に
対

し
て
、

ほ
と
ん
ど
同

一
の
反
応
を
示
し
て

い
る

「
或

る
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人
」
P
F
は
同

一
人
物

で
は
な

い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
.

 
巻

八
第

二
話

「
或

る
上
人

、
名
聞

の
為

に
堂

を
建

て
、
天
狗

に

な

る

事
」

は
、
堂
や
仏
像
を
建
造

し
て
極
楽
往
生
を
と
げ

た
か
に
み
え
た
高
徳

の
僧
が

、

実

は
名
聞

の
た
め
天
狗
道

に
お
ち
た
こ
と
を
知
人

の
夢
中

に
告
白
す
る
と

い
う

話
。

こ
れ
は
外
見

上
は
入
水
往
生

に
成
功
し
た
か
に
み
え
た
蓮
花
城
が
実

は
魔

道

に
お
ち
た
話
と
実

に
よ
く
似

て
い
る
。
そ
し
て

 
 
今

の
事

な
れ
ば
、
名
は
た
し
か
な
れ
ど
、
こ
と
さ
ら
あ
ら
は
さ
ず

と
そ
、

 
 
或
る
人
語

り
侍
り
し
。

の
よ
う

に
、
こ
こ
で
も

「或

る
人
」
が
登
場
し
、
し
か
も

こ
れ
も

「今

の
事
」

(
11
同
時
代

の
実
話
)

で
あ

っ
た
。
た
だ
、

こ
こ
に
は
蓮
花
城
や
心
戒

の

と

き

の
よ
う
な
論
説

は

つ
い
て
い
な
い
。

 
巻

八
第
六
話

「
長
楽
寺

の
尼
、
不
動

の
験

を
顕

は
す
事
」
は
、

一
心
に
念
諦

す

る
僧

に
本
尊
不
動
明
王
が

た
し
か
な
姿
を
示
し
た
と
い
う
話
で
、

こ
れ
は
仏

道

一
筋
に
献
身
す
れ
ぽ
、
仏
菩
薩
も
き

っ
と
応
答

し
、
守
護

し
て
く
れ
る
と
し

た
前
掲
D
I
の
主
張
を
検
証
す

る
説
話
と
み
る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
も
や
は

り
十
余
年
前
多
く

の
人
が
見
聞

し
た
実
際

の
事
件

で
、

 
 

「彼

の
奈
良

の
僧
も
す

な
は

ち
覚
え
侍

り
し
か
ど
、
忘

れ

に
け

り
」

と

 
 
そ
、
或

る
人
語
り
侍

り
し
。

の
よ
う

に
、
「
或

る
人
」
が
登
場

し
て
く

る
。

 

こ
の
ほ
か
、

三
巻
九
話

「樵
夫
独
覚

の
事
」
、

五
巻
十

二
話

「
乞
児
、

物

語

の
事
」
、
七
巻

五
話

「
太
子

の
御
墓
覚
能
上
人
、
管
絃

を
好
む
事
」
、
八
巻

一
話

「時
料
上
人
隠
徳

の
事
」

に
そ
れ
ぞ
れ

「
或
る
人
」
が
姿
を
現
わ
す
c

こ
の
う

ち
三
巻
九
話
が

「
む
げ

に
近
き
世

の
事
」
、
五
巻
十

二
話
が

「
治
承

の

こ
ろ
」

に
処
刑
さ
れ
た
平
家
公
達

の
話
で
、
同
時
代

の
実
話

と
い
う
条
件
を
具
備
し
て

い
る
。
七
巻

五
話

に
は

二
人

の

「
或

る
人
」
が
現
わ
れ
る
が
、

二
人
目
だ
け

が

同
時
代

の
実
話
と

い
う
条
件
を
満
た
し
て

い
る
。

八
巻

一
話
は

「中

ご
ろ
」

の

人

の
話

に

「
或

る
人
」
が

コ
メ

ソ
ト
し

て
い
る

の
で
、
同
時
代

の
実

話
と

い
う

条
件

に
合
わ
な

い
。
た
だ
し
こ
の

コ
メ
ソ
ト
は
、
悟
り
深

い
道
心
者

に
は
諸
天

の
擁
護
が
あ
る
が
、
権
怠

の
老

に
は
常

に
天
魔

が
ね
ら

っ
て
い
る
と

い
う
内
容

の
も

の
で
、
蓮
花
城

の

「或

る
人
」

の

コ
メ
ソ
ト
と
か
な
り
似
て

い
る
。

 
さ

て
、
煩
雑

に
わ
た

っ
た
が
、
『
発
心
集
』

に
お
け

る

「
或

る
人
云

は

く
」

の
用
例
を
追

っ
て
み
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
引
き
出

せ
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

一
、

二
の
例
外
は
あ

っ
た
が
、

こ
の

「
或
る
人
」

が
語

っ
た
と

こ
ろ
、

ほ
ぼ
長

明

の
同
時
代

か

「
近
き

こ
ろ
」

の
話
柄
で
あ

る
。
ど
れ
も
先
行
文

献

に

は

な

く
、
『発

心
集
』
が
初
出

の
よ
う

で
あ
る
Q

と

い
う

こ
と
は
、

こ
れ

ら

の
話
柄

は
ま
だ
記
録
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
巷
間
に

口
頭

で
伝
承
さ
れ

て
い
た
も

の
で
は

な

い
か
と

い
う

こ
と
を
推
測
さ

せ
る
Q

 
次

に
こ
の

「
或

る
人
」

は
ど
う

い
う
人
物

で
あ

る
か
、

一
人
で
あ
る

の
か
複

数

で
あ
る

の
か
と

い
う
問
題

で
あ

る
が
、
さ
き
ほ
ど
の
P
F

の

「
或

る
人
」
は

ま

る
で
同

一
人
物

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
よ
く
似

て
い
た
。
し

か
し
、

七
巻
第
五
話
に
二
度
出

て
く
る

「
或

る
人
」
は
別
人
と
み
た
ほ
う
が

よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
と
す

る
と
、
『
発

心
集
』

の

「
或
る
人
」
は
、

一
人
で
は

な

く
複
数

と

い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
五
、
六
人
と
い
う
人
数

に
な

る
と
も

思
わ
れ
な

い
。
P
P

の
よ
う
に
、
印
象

の
似

か
よ
う
人

を
括

っ
て
ゆ
く
と
、
ど

う
も

二
人
な

い
し
三
人
く
ら

い
に
し
ぼ
れ
そ
う
で
あ
る
。

 
『
発
心
集
』

の
序
文

に

「
は
か
な
く
見

る
事
、
聞
く
事
を
註

し
集

め

つ

つ
、

し
の
び

に
座

の
右

に
置
け
る
事
あ

り
」

と
書

い
て
い
る
。

口
頭

で
聞

い
た
こ
と

も
集
中

に
採

り
込

ん
だ
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
っ
ぽ
う

『
閑
居
友
』
上

巻
第
十

一
話

「
播
磨

の
国

の
僧

の
心
を
を

こ
す
事
」

の
説
話
論

の
部
分

に

 
 
誰
を
あ
は
れ
ま
ん
と
ち
か

ひ
給

へ
る
仏
な
れ
ば
か
、
さ
ぽ

か
り
惜

し
う
す
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る
命
を
た
て
ま
つ
ら
ん
人

を
み
す
ぐ

し
給

ふ
ぺ
き
Q

 
 
い
は
ん
や
、
こ
の
命
を
み
な
仏

に
た
て
ま

つ
り
て
、

こ

の
功
徳
を
さ

x
げ

 
 
て
、
う
き
世
を

い
つ
る
種

と

せ
ん
と

ね
が
は
む
は
、
ゆ

エ
し
き
心
ざ
し
な

 
 
る
べ
し
。

の
よ
う
な
文
が
み
え
る
。

こ
れ
な
ど
は
蓮
花
城

に
つ
い
て
の

「
或

る
人
」

の
主

張
D
と
実

に
よ
く
似

て
い
る
。
慶
政
は
長
明

よ
り
も
三
十
五
歳

も

年

少

だ

か

ら
、
慶
政
が

「或

る
人
」

た
り
う
る
可
能
性

は
あ
ま
り
な

い
が
、

し
か
し
、

い

ま
か
り
に
慶
政
の
よ
う
な
人
物

が

「
或

る
人
」

で
あ

っ
た
ら
、
彼
は
道
心
老

の

こ
と
だ
け
を
語

っ
て
話
を
と
じ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。
話
題

の
人
物

に
対

し
て
何
が
し
か
の
論
評
が
あ

っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ

る
。

 
以

上
の
よ
う
な
推
測
を
経
て
、
結
局
、
『
発
心
集
』
中

の

「
或

る
人
」
と
は
、

た
と
え
ば
慶
政
の
よ
う

に
、
み
ず

か
ら
隠
遁
者
と
な
り
、
往
生
伝
や
求
道
者
に

つ
い
て
高

い
関

心
を
持
ち
、
し
か
も
長
明
と
交
流
を
持

っ
て

い
た
人
と
考
え
る

の
が

い
ち
ぽ
ん
隠
当

の
よ
う

に
思
う
。
長
明

は

『
発
心
集
』
編
纂

を
思

い
立

っ

た
と
き
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
人
物

に
積
極
的

に
問

い
か
け
て
、
そ

の
方
面

の

情
報

を
蒐
集
し
た

の
で
あ

ろ
う
。
言

い
か
え
れ
ぽ
、
 
『発

心
集
』
中

の

「
或
る

人
云
は
く
」
は
、
長
明

に
情
報
を
提
供
し
た
人

の
実
際

の
言
動
を
反
映

し
て

い

る
と
考

え
る
の
で
あ

る
。

 
と
こ
ろ
で
、
「
或

る
人
云
は
く
」

を
も

つ
説
話
群

に
は
二

つ
の
タ
イ
プ

の
道

心
者

が
取
り
上
げ

ら
れ

て
い
た
。

一
つ
は
蓮
花
城
型
、
も
う

一
つ
は

心
戒
型

で

あ
る
Q

こ
れ
は

『発

心
集
』

の
編
者

(
H
長
明
)
が

二
つ
の
タ
イ
プ

に
強

い
関

心
を
寄

せ
て
取
材
し
た

こ
と

の
あ
ら
わ
れ
で
あ

ろ
う
。

 
蓮
花
城
は
往
生

に
失
敗
す

る
。
し
か
し
編
者

は
だ

か
ら
蓮
花
城

の
よ
う
な
タ

イ
プ

の
男

は
だ
め
だ
と
非
難

し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
人
は

こ
の
よ
う
に
み
ず

か
ら

の
心
の
状
態
が
ど
ん
な

レ
ベ
ル
に
あ
る
か
さ
え
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ

が
あ

る
か
ら
、
気

を

つ
け

よ
と
言

っ
て
い
る
。

こ
れ

に
対
し
、
心

戒

型

の

聖

は
、
す

べ
て
を
仏
道

に
さ
さ
げ

、
心
が
理
想

の
高

み
に
達

し
て
い
る
。

ま
こ
と

に
願
わ
し
い
状
態

に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
『
発
心
集
』

の
編
老
は
、
み
ず

か

ら

の
心
を
発

し
て
蓮
花
城
型
か
ら
心
戒
型

へ
高

め
て
ゆ
く
べ
き
だ
と

い

う

こ

と

を
、
こ
れ
ら

一
連

の
説

話
群
で
訴
え

よ
う
と
し

て
い
る
Q

し
た
が

っ
て
、
 
「
或

る
人
云
は
く
」
を
も

つ
諸
話
は
、
『
発

心
集
』

の
主
題
そ
の
も

の
を

か
た

ち

作

る
極

め
て
重
要
な
役
割

を
に
な

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

五
 
『
方
丈
記
』

と

『
発
心
集
』

の
間

 
前
掲

A
～
J

の
文
章

に
は
、
も
う

一
つ
お
も
し
ろ

い
現
象
が

み

ら

れ

る
Q

『
方
丈
記
』
末
尾

に

 

 
夫
、

三
界
は
た
だ
心

一
つ
な
り
。

心
も
し
安

か
ら
ず

は
、
象
馬

・
七
珍
も

 

 
よ
し
な
く
、
宮
殿
、
楼
閣

も
望

み
な
し
。
 

(中
略
)
も

し
、
人

こ
の
云

へ

 

 
る
事

を
疑
は
ぽ
、
魚
と
鳥

と

の
あ

り
さ
ま
を
見
よ
。

魚
は
水

に
飽

か
ず
。

 

 
魚
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
、
そ

の
心
を
知
ら
ず
。
鳥
は
林
を
願

ふ
。
鳥

に
あ
ら
ざ

 

 
れ
ば
、

そ
の
心
を
知
ら
ず
。
閑
居

の
気
味
も
ま
た
同
じ
。
住
ま
ず

し
て
、

 

 
誰
か
さ
と
ら
む
。

と

い
う
有
名

な

一
節
が
あ
る
。

こ
の

一
文
、
前
掲

A
B
の
傍
線
㊨
◎
⑤
②
と
実

に
ょ
く
重

な

っ
て
い
る
。

こ
と
に
B

の
㊧

は
讐
喩
を
用

い
れ
ぽ
そ

の
ま

ま

『
方

丈
記
』

の
文

に
な

る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

 

 
お
ほ
か
た
、
世
を

の
が
れ
、
身

を
捨

て
し
よ
り
、
恨
み
も
な
く
、
恐
れ
も

 

 
な
し
Q
命
は
天
運

に
ま
か

せ
て
、
惜

し
ま
ず
、

い
と
は
ず
。
身
は
浮
雲

に

 

 
な
ず

ら

へ
て
、
頼
ま
ず
、
全
し
と

せ
ず
。

こ
れ
も

「
夫
、
三
界

は
」

の
直
前

の
文

で
あ
る
が
、
前
掲

H
の
㊧
③

と
か
な
り

よ
く
通
じ
あ
う
と
こ
ろ
が
認

め
ら
れ
る
。

一15一



 
 
さ
ら

に
、
長
明

の
日
野
山
中

で
の
生
活
は
、

 
 
も
し
、
念
仏
も

の
う
く
、
読
経
ま
め
な
ら
ぬ
時
は
、
み
つ

か
ら
休

み
、
み

 
 
つ

か
ら
お

こ
た
る
。

さ
ま
た
ぐ

る
人
も
な
く
、
ま
た
恥
づ
べ

き

人

も

な

 
 
し
Q

と
い
う

よ
う

に
、
幾
分
放
縦

な
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
。

こ
れ
は
G

の
㊥

で

「
或
る

人
」
が
、

 
 
身
を
全
く
し
、
心
を

し
づ

め
て
、

の
ど
か
に
念
仏

せ
ん

に
は
し
か
じ
Q

と
述

べ
て
い
る

「
の
ど
か
」
さ
と

か
な
り
近
似

し
て
い
る
は
ず

で
あ

る
。

 

と
い
う
次
第
で
、
『
発

心
集
』

の
主
題

に
直
接

か
か
わ
る
説
話
評
論

の

部

分

に
は

『
方
丈
記
』

の
文
章
と
近
似
す
る
表

現
が
少

な
く

な

い
。
『
発

心
集
』

に

は
こ
の
ほ
か
に
も

『
方
丈
記
』
と
類
似
す
る
表
現
が
随
所

に
あ

っ
て
、
さ
す
が

に
同

一
作
者

の
文
章

で
あ

る
と
感
じ
さ

せ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ぽ
、
長
明

が

『
方
丈
記
』
を
執
筆

し
て
い
た
と
き

の
思
惟

と
、
 
『
発
心
集
』
を
執
筆
し
て

い
た
と
き

の
そ
れ
と
は
同

レ
ベ
ル
の
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が

に
わ
か
に
浮
上
し
て
く
る
Q
観
点
を
か
え
て
言

う
な
ら
ぽ
、

こ

の

問

題

は
、

『方
丈
記
』

に
展

開
す

る
長
明

の
生
活
態
度

が
は
た
し
て
蓮
花
城
型
だ

っ
た

の

か
、

そ
れ
と
も
心
戒
型
だ

っ
た
の
か
と

い
う
問
題

と
密
接

に
か
か
わ

っ
て
く
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
然

こ
こ
で
こ
の
問
題

に
つ
い
て
掘
り
下
げ

て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

 
長
明

は

『
方
丈
記
』

の
末
尾

で
、

 
 
今
、
さ
び
し
き
す

ま
ひ
、

一
間

の
庵
、
み
つ

か
ら

こ
れ
を
愛
す
。

と
述

べ
て
い
る
。
み
ず

か
ら
の
工
夫

に
な
る
方
丈

の
庵
を
日
野
山
中

に
構
え
、

そ

こ
で
の

「
閑
居

の
気
味
」

を
、
自
分

一
人

の
胸
中

に
秘

め
て
お
く

こ
と
が
で

き
な
く
て
、

こ
の

一
編
を
草

し
た

の
で
あ

ろ
う
。

 
 

た
だ
仮

の
庵

の
み
、

の
ど
け
く
し

て
お
そ
れ
な
し
。

ほ
ど
せ
ぽ

し
と

い

へ

 
 
ど
も
、
夜
臥
す
床
あ

り
、
昼
居
る
座
あ

り
。

一
身
を
や
ど
す

に

不

足

な

 
 
し
。
寄
居

は
小

さ
き
貝
を
好
む
。

こ
れ
、
事
知
れ
る
に
ょ
り
て
な
り
。

み

 
 
さ
ご
は
荒
磯

に
居

る
。
す
な
は
ち
、
人
を

お
そ
る
る
が
ゆ
ゑ

な
り
。

わ
れ

 
 
ま
た
、
か
く

の
ご
と
し
。
事
を
知
り
、
世
を
知
れ
れ
ば
、
願

は
ず
、
わ

し

 
 
ら
ず

、
た
だ
し
つ

か
な

る
を
望
み
と
し
、
憂

へ
な
き

を
楽

し
み
と
す
。

ま
ず

し
く
と
も

、
自
由

な
草
庵
生
活
は
、
肉
体
的

に
も
、
精
神
的

に
も
、

か
な

り
の
快
適
さ
を
保
証

し
て
く
れ
た
よ
う
で
あ

る
Q

 
と

こ
ろ
が
、
心
戒

は
明
ら

か
に
そ
う
し
た
草
庵
生
活
を
こ
こ
ろ
よ
し
と
し
な

か

っ
た
。
彼

は
妹
が

せ

っ
か
く
用
意
し
て
く
れ
た
草
庵
を
惜

し
げ
も
な
く
捨

て

さ

っ
て
、
丹
波
方
面

へ
姿
を

か
く
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ

る
。

 
 
病

ひ
お

こ
り
て
死
な
ん
に
至
り
て
は
、
思

ひ
あ
る
べ
き
身

か
は
、
悪
業

の

 
 
依
身

な
り
。

不
浄

の
庫
蔵
な
り
。

つ
ひ
に
道

の
辺

の
土
と
な
る

べ
し
。
し

 
 
ぽ
し

い
た
は
り
て
何

か
せ
ん

(
H
)
。

心
戒
型

の
聖
は
こ

の
よ
う
に
自
己

の
肉
体

さ
え
も
投
げ
捨
て
て
し

ま

う
。
「
ひ

と
り
調
べ
、
ひ
と
り
詠
じ

て
、
み
つ
か
ら
情
を
や
し
な
ふ
」
ゆ
と

り
な
ど
と
う

て
い
持
ち
合

わ
せ
て

い
な
か

っ
た
Q

 

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、
長
明

の

『
方
丈
記
』
に
展
開
す

る

生

活

は
、

「
仏
道
を
行
は
ん
為

に
山
林

に
ま
じ
は
」

っ
て
い

る

も

の

の
、
「
な
ほ
身
を
恐

れ
、
寿
を
借
し
む
」
(
C
)
段
階

に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ

っ
た
と
言
わ
ざ

る
を
得

な

い
。
そ

の
よ
う
な
段
階

に
身
を
置
く
者

は
、
「
垣

・
壁

を
も

か

こ

ひ
、
遁
る

べ
き
か
ま

へ
を
し
て
、

み
つ

か
ら
身
を
守
り
、
病

ひ
を
助

け
」
(
C
)
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と

い
う
。

と
す

る
と
、
「
ほ
ど

せ
ぽ

し
と

い

へ
ど
も
」
「
夜
臥
す
床
」

と

「
昼
居
る
座
」

と
を
保
証

し
た
方
丈

の
草
庵
は
、
長
明

の
身
を
守

り
、
病
気

を
な
お
す
た
め
の
垣
や
壁

の
役
目
を
は
た
す
も

の
だ

っ
た
と
い
う

こ

と

に

な

る
。
す
な
わ
ち
、
『
方
丈
記
』

に
展

開
す

る
長
明
の
生
活
態
度
は
明
ら

か

に

蓮
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花
城
型

の
も

の
で
あ

っ
た
。

 

以
上

の
考
察

か
ら
、
次

の
よ
う
な
結
論
を
引

き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

 

『
発
心
集
』

を
書

い
て
い
る
と
き

の
長
明

の
内
面

に
は
、
み
ず

か
ら
心

を

発

し
て
心
戒

の
よ
う
な
聖

に
な
り
た
い
と
の
願

い
が
あ

っ
た
。

こ
れ
が
『
発

心
集
』

薯
述

の
直
接

動
機

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
時
点

で
彼

は
み
ず

か
ら
を

か
え
り
み
て
、
彼
が
蓮
花
城

の
域

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
自

覚
し
て

い
た

こ
と
を
意
味
す
る
Q

 

い

っ
ぽ
う
、
『
方
丈
記
』

を
書

い
て
い
る
と
き

の
長
明

の
内
面

に

は
、

日
野

山
中

の
草
庵
生
活

の
快
適

さ
を
誇

る
意
識
が
充
満

し
て
い
た
。

こ
れ
が

『
方
丈

記
』
著
作

の
動
機

で
あ
ろ
う
Q
草
庵
生
活

の
快
適
さ
を
誰

に
向

か

っ
て
誇

る
の

か
と
い
え
ば
、
言
う
ま
で
も

な
く
そ
れ
は
在
俗

の
人

々
に
向

か

っ
て
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
と
き
長
明

は
、
世
俗

の
生
活
と
隠
遁
生
活

と
を
対
比

し
て
、

後
者

の
優
越
性
を
認
め
る
位
置

に
身
置

い
て
い
た

の
で
あ
る
。

 

日
野

に
草
庵
生
活
を
い
と
な
む
長
明
は
、
建
暦

二
年
(
一
二

=

一)
三
月
末

に

『
方
丈
記
』
を
著
わ
し
た
。
地
位
を
争

い
、
家
屋

の
大
小
を
競
う
世
俗
世

間

に

対

し
、
地
位

の
な

い
最
小

の
家
屋
で

の
生
活
が

い
か
に
快
適

で
あ

る
か
を
吹
聴

し
た
作
品

で
あ

っ
た
。
同
じ
場
所
で
長
明

は

『
発
心
集
』

を
書

い
た
。
草
庵
を

捨

て
、

お
の
れ

の
肉
体
さ
え
も
放
郷
し
た
先
輩

の
聖
に
対

し
、
深

い
同
情

と
あ

こ
が
れ
を
寄

せ
た
著
述

で
あ

っ
た
。
長
明

の
内
面

に
は
、

不
徹
底
な
自
身

の
道

心
に
つ
い
て
強

い
自
省

の
念
が
う
ず

ま
い
て
い
た
。

 
さ

て
、
長

明

の
晩
年
を

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る

と

き
、
『
方
丈
記
』
と

『
発

心
集

の
成
立

の
順
序
を
ど
う
考
え
る
べ
き

か
、
お
の
ず

か
ら
明
ら

か

で

あ

ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

う
。
私
は

『
発

心
集
』
成
立
後

に

『
方
丈
記
』

の
成

立
を
想
定
す
る
説
を
と
ら

な
い
。
そ
し

て
、

 
 

し
か
る
を
、
汝
、
姿

は
聖
人

に
て
、

心
は
濁
り

に
染

め
り
。
栖
は
す
な
は

 
 

ち
浄
名
居
士

の
跡

を
け
が

せ
り
と
い

へ
ど
も
、
た
も

つ
と
こ
ろ
は
、

わ
つ

 
 

か
に
周
梨
葉
特
が
行

ひ
に
だ

に
及
ぼ
ず
。

と
い
う
反
省

の
弁
は
、
お
そ
ら
く
、
名
聞
を
忌
避
し
、
住
居

を
捨

て
、
衣
食

に

さ

え
顧
慮

し
な

く
な

っ
た
玄
賓
、
増
賀
、

心
戒
、
斎
所
聖
ら

へ
の
憧
憬

の
念

を

裏
が

え
し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
む
ろ
ん

「
不
請
阿
弥
陀
仏
」

を

「
不
精
不
精

の

 
 
 
 
 
(5
)

念
仏
」
と
と
る

の
は
誤
解
と
言
わ
な
く

て
は
な
ら
な

い
Q

 

長
明

は
、
五
巻
第
十
三
話

に
お

い
て
、
紙
反
故

に
指
図

(家
屋

の
絵
図
面
)

を
描
き
、
豪

邸
を
建

て
た
気
分

に
浸

っ
て
満

足
し
て

い
た

「
貧
男
」

を
、 

「
少

欲
知
足
」

の
賢
人

と
し
て
、

一
旦
は
肯
定
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ

の
直

後

に
、
そ

の
よ
う
な
少
欲
知
足
は
欲

の
強

い
世
俗
世
間

の
人

と
比
べ

た
と
き
賢

い

と
言
え
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

っ
て
、
ど
う
ぜ
望

む
な
ら

「
願
は
ば

必
ず
得

つ

べ
き
安
養
世
界

の
快
楽
、
不
退
な

る
宮
殿

・
楼
閣

を
望

め
か
し
」

と
結

ん
で

い

る
。
私

は

『
方
丈
記
』
は

こ
の
貧
男

の
立
場

で
書

い
た
も

の
、 

『発

心
集
』

は

「安
養

世
界

の
快
楽
」

に
あ
こ
が
れ
て
書

い
た
も
の
と
考
え

る
。

そ
し
て
、

蓮

花
城

は

こ
の
貧
男

の
域

に
と
ど
ま
り
、
心
戒
は
そ
の
域

を
越
え
た
人
物
と
み
る

の
で
あ
る
が
、

い
か
が
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
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