
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
～
一
六
五
五
）
は
、
い
わ
ゆ
る
職
業
倫
理
に
即
し
て

仏
法
を
示
し
た
禅
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
正
三
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

（
１
）

こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
一
方
で
は
世
俗
倫
理
へ
の
接
近
を
積
極
的
に
図
っ
た
と
い
う
意
味
で
、

庶
民
教
化
に
貢
献
す
る
も
の
と
言
わ
れ
る
。
他
方
で
は
仏
教
の
世
俗
社
会
内
に

お
け
る
、
特
に
幕
藩
制
度
内
部
に
お
け
る
僧
侶
の
役
分
を
論
じ
た
こ
と
で
、
寺

請
制
度
の
思
想
的
根
拠
を
用
意
し
た
思
想
家
と
言
わ
れ
、
あ
る
い
は
体
制
側
の

人
間
と
し
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
思
想
と
し
て
は
直
接
民
衆
支
配
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
と
言
わ
れ
る
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
正

三
の
思
想
の
特
色
を
、
仏
法
の
世
俗
社
会
内
部
に
お
け
る
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

語
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
正
三
の
言
葉
で
言
う
〈
世
法
即
仏
法
〉
に
み
る
と
い

う
点
に
は
異
論
が
無
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
正
三
の
職
分
論
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
〈
天
・
天
道
〉

と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

正
三
の
時
代
、
即
ち
十
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
〈
天
・
天
道
〉
は
、
漠
然
と

■■■■■■■■

鈴
木
正
三
に
お
け
る
「
天
道
」

し
た
神
意
の
ご
と
き
も
の
を
表
す
、
社
会
の
共
通
観
念
で
あ
り
、
中
世
後
半
か

ら
近
世
初
頭
に
お
け
る
い
わ
ば
流
行
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
諸
先
学
に
よ

（
２
）

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
天
道
研
究
の
文
脈
で
、
正
三
の
天
道
に
つ
い
て

の
言
及
も
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
評
価
は

主
と
し
て
、
当
時
一
般
の
三
教
一
致
的
思
想
傾
向
や
儒
教
思
想
の
影
響
で
あ
る
、

即
ち
世
流
布
の
語
の
単
な
る
、
も
し
く
は
方
便
的
起
用
で
あ
り
、
そ
の
用
例
に

は
と
く
に
見
る
べ
き
独
自
性
は
無
い
、
あ
る
い
は
正
三
の
基
本
的
武
士
的
立
場

に
基
づ
く
、
幕
藩
制
秩
序
を
安
定
的
に
支
持
す
る
方
向
付
け
を
持
っ
た
天
道
観

（
３
）

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
評
価
は
、
職
分
論
と
そ
の
根
底
に
あ
る
世
法
即
仏
法

に
対
す
る
あ
る
種
の
限
定
が
前
提
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
象
と
し
て
の
、
社
会
内
の
職
業
生
活
へ
の
精
励
を
勧

め
る
言
説
や
国
家
の
制
度
内
に
僧
侶
の
役
分
を
位
置
付
け
る
事
を
求
め
る
言
説

を
も
と
に
、
職
業
倫
理
に
か
な
っ
た
生
活
を
す
る
こ
と
の
う
ち
に
仏
道
修
行
が

あ
る
と
い
う
論
が
、
即
ち
世
法
即
仏
法
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
の
立
場
か
ら
天
道
に
つ
い
て
の
考
察
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
〈
世
法
Ⅱ
王
法
Ⅱ
天
道
〉
と
い
う
暗
黙
の
解

加

藤
ゑ
ち
子

七



正
三
の
著
作
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
著

作
と
い
え
る
『
盲
按
杖
』
や
『
万
民
徳
用
」
も
修
行
の
心
得
を
箇
条
書
き
に
し

た
体
裁
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中
で
随
時
に
用
い
ら
れ
る
「
天
」

「
天
道
」
の
語
に
も
何
等
か
の
定
義
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

具
体
的
用
例
を
と
り
だ
し
て
そ
の
特
色
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

ま
ず
、
用
例
は
以
下
の
七
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第

一
は
「
農
人
と
生
を
受
事
は
天
よ
り
授
給
る
世
界
養
育
の
役
人
な
り
。
」
（
六

（
□
３
）

九
頁
）
に
承
る
よ
う
な
、
人
に
職
、
役
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
天
道
で
あ
る
。

第
二
は
「
去
ぱ
此
身
を
一
筋
に
天
道
に
任
奉
り
、
か
り
に
も
身
の
為
を
思
は

ず
し
て
：
・
・
」
（
六
九
頁
）
と
い
う
表
現
に
み
る
よ
う
な
〈
行
〉
に
お
い
て
「
こ

の
身
」
を
伽
つ
。
任
せ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
天
道
で
あ
る
。

釈
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
正
三
の
、
即
仏
法
と
さ
れ
る
世
法
と
は
そ
の
様
な
意
味
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
即
世
法
と
さ
れ
る
仏
法
と
は
。
も
し
そ
の

よ
う
な
見
方
を
す
る
な
ら
ば
、
世
俗
的
文
脈
に
お
け
る
正
三
の
姿
は
さ
ま
ざ
ま

に
位
置
付
け
ら
れ
て
も
、
正
三
が
〈
即
仏
法
〉
と
言
っ
た
こ
と
の
意
味
、
す
な

わ
ち
〈
即
世
法
〉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
仏
法
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
の
意
味
が
不
鮮
明
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
正
三
の
職
分
論
が
い
か
な
る
思
想
的
文
脈
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
点
を
、
世
法
即
仏
法
を
説
い
た
仏
法
者
で
あ
っ
た
の
だ
と
み
る
立

場
か
ら
、
〈
天
道
〉
と
い
う
語
に
着
目
す
る
こ
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
本

（
４
）

稿
の
目
的
で
あ
る
。

－

■■■■■■■■

第
三
は
「
正
天
道
の
奉
公
に
農
業
を
な
し
…
天
道
此
人
を
守
護
し
た
ま
は
ざ

ら
ん
や
。
」
（
六
九
頁
）
に
み
る
よ
う
な
、
加
護
・
恵
み
を
あ
た
え
る
も
の
と
し

て
の
天
道
で
あ
る
。

第
四
は
「
此
の
心
誠
な
く
ば
…
天
罰
、
仏
罰
免
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
七
四
頁
）

に
み
る
よ
う
な
、
罰
や
た
た
り
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
天
道
で
あ
る
。

第
五
は
「
総
而
、
物
毎
分
別
次
第
二
成
物
二
非
ズ
・
皆
天
道
次
第
二
成
物
也
。
」

（
一
七
六
頁
）
に
み
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
運
命
を
司
る
も
の
と
も
い
う
べ
き
天

道
で
あ
る
。

第
六
は
「
天
に
日
月
有
て
世
界
を
照
し
給
ふ
、
此
恩
、
報
じ
難
し
。
」
（
一
三

三
頁
）
に
み
る
よ
う
な
、
天
地
自
然
の
天
空
と
し
て
の
天
（
道
）
で
あ
る
。

第
七
は
「
地
獄
エ
モ
、
天
堂
（
道
）
ニ
モ
、
我
ガ
心
ガ
引
テ
行
ク
也
。
」
（
二

二
頁
）
に
み
る
よ
う
な
、
仏
教
語
の
輪
廻
界
の
六
道
の
一
つ
と
し
て
の
天
道

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
特
色
の
う
ち
、
第
三
の
恩
・
恵
を
施
与
す
る
働
き
と
第
四
の
罰

・
た
た
り
を
与
え
る
働
き
と
第
五
の
運
命
を
司
る
、
と
も
言
う
べ
き
働
き
に
注

目
す
る
と
、
一
般
に
人
と
社
会
に
対
し
て
〈
外
な
る
も
の
〉
で
あ
り
、
人
間
の

行
為
に
因
果
応
報
を
与
え
る
も
の
、
と
い
う
天
道
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ

（
６
）

れ
は
例
え
ば
「
明
徳
記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
戦
国
武
士
の
天
道
観
す
な
わ
ち
、

人
間
社
会
の
歴
史
的
因
果
・
運
の
浮
沈
・
禍
福
・
吉
凶
を
説
明
す
る
原
理
と
し

て
の
天
道
観
と
共
通
す
る
も
の
と
見
倣
し
得
よ
う
。

ま
た
こ
の
三
点
に
第
一
の
職
分
を
授
け
る
働
き
と
い
う
要
素
を
付
加
し
て
考

え
た
場
合
、
そ
の
職
分
（
Ⅱ
身
分
）
を
、
幕
藩
体
制
内
の
固
定
的
身
分
Ⅱ
職
分

（
７
）

秩
序
と
同
じ
も
の
と
ゑ
る
な
ら
ば
、
「
東
照
宮
御
遺
訓
」
な
ど
に
見
る
よ
う
な
、

支
配
階
級
と
し
て
の
武
士
の
天
道
観
や
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
者
と
い
わ

七
四



（
８
）

れ
る
林
羅
山
の
天
道
観
な
ど
と
の
類
似
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
に
更
に
第
六
の
天
地
自
然
の
天
空
、
第
七
の
六
道
輪
廻
の
界
、
第
二
の

行
に
お
け
る
身
の
棚
ち
の
対
象
と
い
う
要
素
を
加
え
た
、
正
三
に
お
け
る
天
道

の
全
体
像
を
見
よ
う
と
す
る
時
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
身
分
制
度
と
連

動
す
る
固
定
的
職
分
を
与
え
る
権
威
者
と
し
て
、
幕
藩
制
秩
序
を
支
え
る
原
理
、

と
い
う
枠
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
天
道
観
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
天
道
観
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
〈
天
道
〉
を
論
じ
た
教
訓

（
９
）

的
啓
蒙
書
と
し
て
名
高
い
「
心
学
五
倫
書
』
に
見
ら
れ
る
天
道
観
や
藤
原
猩
窩

（
Ⅲ
）

の
天
道
観
と
は
、
彼
等
が
根
本
的
に
は
儒
教
的
原
理
と
し
て
の
天
理
と
、
天
理

の
人
心
へ
の
内
在
（
分
与
）
を
説
く
こ
と
を
そ
の
天
道
観
の
う
ち
に
含
ん
で
い

る
点
で
正
三
の
天
道
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
同
じ
く
禅
僧
で
あ
っ
た
至
道
無
難
（
一
六

○
三
～
一
六
七
六
）
に
お
い
て
天
道
の
意
味
す
る
も
の
が
「
佛
と
云
、
神
と
云
、

天
道
と
云
、
菩
薩
と
云
、
色
々
難
有
名
は
、
人
の
心
を
か
へ
て
云
也
。
」
（
『
自

（
Ⅱ
）

性
記
』
）
に
見
る
よ
う
に
、
仏
陀
や
神
明
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
諸
教

一
致
論
的
立
場
か
ら
天
道
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
根
本
的
に
主
体
的
唯
心
論
的

真
理
・
衆
生
心
に
収
數
さ
せ
る
構
造
を
持
つ
点
で
、
正
三
と
は
異
な
っ
た
特
色

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
三
の
天
道
観
は
、
い
わ
ゆ
る
武
士
（
乱
世
・
治
世
を
問
わ

ず
）
の
天
道
観
と
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
者
を
含
め
た
同
時
代
の
諸
思
想
家

（
胆
）

の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
、
正
三
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

’
一
一

さ
て
そ
れ
で
は
正
三
の
天
道
の
特
異
性
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
正
三

の
思
想
的
文
脈
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
次
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
正

三
が
こ
の
語
を
用
い
る
文
脈
に
は
何
等
か
の
傾
向
が
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば

そ
こ
か
ら
そ
の
語
の
意
味
の
輪
郭
（
直
接
想
起
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
枠
組
象
）

を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
天
道
の
用
い
ら
れ
る
文
脈
に
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
別
の
状
況
に
お
い
て
そ
の
事
態
を
表

す
時
に
は
ど
の
よ
う
な
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
か
（
具
体
的
中

身
）
を
類
推
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
正
三
の
天
道
は
、
基
本
的
に
様
々
な

状
況
、
様
々
な
人
を
対
象
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
が
僧
侶
を
対
象
と
す
る

場
合
と
武
士
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
は
際

立
っ
た
特
色
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
か
。

僧
侶
に
対
す
る
法
語
の
な
か
で
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仏
教
用

語
と
し
て
の
天
道
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
、
六
道
輪
廻
が
説
か
れ
る
文
脈
が
、
一

般
に
は
在
家
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
又
、
こ
の
こ
と
の
み
で
な
く
、
正
三
の
用
い
る
天
道
が
、
仏
教
用

語
と
し
て
の
限
定
さ
れ
た
意
味
を
示
す
の
で
は
な
か
っ
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
般
に
僧
侶
が
僧
侶
に
対
し
て
語
る
と
き
に
想
定
さ
れ
る
天
道
の
意

味
が
、
正
三
が
天
道
を
用
い
る
際
に
意
図
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た

た
め
、
誤
解
を
お
そ
れ
て
使
用
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
ほ
と
ん
ど
同
様
の
表
現
に
よ
っ
て
各
々
の
職
業
生
活
に
即
し
た
行

（
生
き
方
）
が
語
ら
れ
る
『
四
民
日
用
』
に
お
い
て
す
ら
、
武
士
に
対
し
て
の

み
天
道
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
正

七
五



三
が
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
立
場
で
階
級
社
会
に
お
け
る
上
位
者
を
あ
ら
わ
す

権
威
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
た
め
、
支
配
者
側
で
あ
る
武
士
に
は
適
用
さ
れ

（
旧
）

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
こ
は
む
し

ろ
、
武
士
階
級
の
人
々
が
天
道
の
語
に
よ
っ
て
思
い
描
く
も
の
ｌ
す
な
わ
ち
一

方
で
は
戦
国
乱
世
の
武
士
た
ち
の
間
で
一
般
化
し
て
い
た
、
は
か
ら
い
を
こ
え

て
人
の
運
命
を
司
る
、
人
間
界
を
越
え
出
て
い
な
が
ら
そ
こ
に
お
け
る
義
（
道

理
）
を
保
証
す
る
も
の
、
他
方
で
は
幕
藩
制
秩
序
を
支
持
す
る
、
朱
子
学
の
天

理
と
同
値
さ
れ
得
る
、
秩
序
維
持
の
原
理
の
ご
と
き
も
の
ｌ
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

も
、
正
三
が
〈
天
道
〉
を
用
い
る
文
脈
で
想
起
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
天
道
観

と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
様
の

文
脈
で
逆
に
武
士
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
「
（
主
君
の
）
恩
」
に
よ
っ
て

想
起
さ
れ
る
も
の
の
方
が
、
〈
そ
の
事
態
〉
に
よ
り
近
か
っ
た
た
め
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
正
三
が
「
天
道
」
の
語
に
よ
っ
て
直
接
想
起
す
る
こ
と
を
期
待

し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
天
道
で
あ
っ
た
か
。

天
道
の
観
念
が
戦
国
武
士
の
あ
い
だ
で
特
定
の
宗
派
・
宗
教
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
色
を
離
れ
た
、
し
か
も
漠
然
と
神
・
仏
と
同
値
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
又
、
戦
国
末
期
以
来
こ
の
語
が
武
士
階
級

の
承
で
な
く
、
農
民
・
職
人
・
商
人
な
ど
の
民
衆
の
間
に
、
日
常
生
活
感
覚
と

し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
、
仮
名
草
紙
な
ど
の
文
芸
書
・
教
訓
書
か
ら
窺
い

知
る
事
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
天
道
と
い
ふ
は
一
人
定
ま
り
て
あ
る
と
は
見
え

ず
、
世
界
に
満
ち
ノ
ー
て
め
ん
ｊ
、
の
天
道
有
と
見
え
た
り
。
…
…
た
異
道

（
Ⅲ
）

理
を
指
し
て
天
道
と
云
。
」
（
「
清
水
物
語
」
）
に
見
る
よ
う
な
、
天
地
に
満
ち
て

い
て
、
各
々
の
場
面
で
、
あ
る
い
は
自
然
界
の
理
法
と
し
て
あ
る
い
は
社
会
倫

理
と
し
て
あ
る
い
は
国
法
と
し
て
、
他
人
や
親
や
役
人
の
形
を
し
て
現
れ
る
、

何
等
か
の
法
則
を
表
す
。
又
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
自
ら
の
神
概
念
を
日
本
の
民

衆
に
伝
え
る
た
め
に
「
で
う
す
」
を
「
天
道
」
と
翻
訳
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、

こ
う
し
た
事
か
ら
も
、
天
道
が
一
般
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
事
か
ら
、
正
三
が
天
道
の
語
を
用
い
た
と
き
に
直
接
想
起
す
る
こ
と

を
期
待
し
た
の
は
、
民
衆
の
生
活
感
覚
と
し
て
流
布
し
て
い
た
、
特
定
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
色
を
持
た
な
い
漠
然
と
し
た
〈
人
の
は
か
ら
い
を
越
え
た
も
の
〉
の

存
在
感
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
第
二
点
、
天
道
の
中
味
が
具
体
的
積
極
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
考
察
し
た
い
。

天
道
と
同
じ
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
関
係
概
念
に
は
「
仏
」
「
神
」
「
因
果
」
「
業
」

「
世
界
」
「
法
界
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
本
論
の
第
二
節
で
示
し
た
正
三

の
天
道
の
諸
特
色
と
の
関
連
か
ら
、
こ
こ
で
は
三
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

第
一
は
、
恩
・
恵
・
加
護
あ
る
い
は
罰
・
崇
り
を
与
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば

〈
外
な
る
も
の
〉
と
考
え
ら
れ
る
天
道
（
特
色
第
三
・
四
）
と
同
様
な
文
脈
で

用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
神
」
「
仏
」
な
ど
が
相
当
す
る
。

正
三
に
お
け
る
神
・
仏
の
意
味
お
よ
び
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
は
別

の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
天
道
と
関
わ
る
範
囲
内
で
述
べ
る
に
止
め
る
が
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
特
色
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
「
仏
神
無
二
非
ズ
」
（
三
二

一
頁
）
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
、
「
諸
仏

四
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諸
天
神
祇
日
月
星
辰
」
と
い
う
〈
敬
す
べ
き
も
の
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め

る
立
場
で
あ
る
こ
と
。
こ
こ
に
お
け
る
神
仏
は
唯
一
絶
対
の
主
宰
者
や
造
物
主

で
は
な
く
「
南
無
十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸
大
菩
薩
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
等
」

（
三
○
五
頁
）
に
み
る
ご
と
く
、
多
神
教
的
表
象
を
と
る
こ
と
。
「
仏
」
に
関

し
て
は
「
諸
仏
」
「
法
界
遍
満
の
悉
有
仏
性
」
（
一
三
五
頁
）
「
本
覚
真
如
の
一

仏
」
（
七
○
頁
）
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
。
「
神
」
は
本
地
仏
の
垂
迩
と
し
て
位
置

付
ら
れ
「
日
本
は
神
国
也
」
（
一
三
二
頁
）
と
規
定
さ
れ
、
積
極
的
に
神
明
を

崇
め
る
事
を
勧
め
る
立
場
で
あ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
本
地
垂
迩
の
神
仏
習
合

と
い
う
こ
の
時
代
の
仏
教
者
と
し
て
は
ほ
ぼ
一
般
的
立
場
で
あ
る
と
言
え
よ

〆
『
ノ
Ｏ

さ
て
こ
の
神
仏
が
、
天
道
と
併
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
天
道
と
は
別

の
文
脈
で
、
人
に
恩
・
恵
や
罰
を
与
え
る
、
と
い
う
表
象
を
さ
れ
る
。
「
正
直

の
人
に
は
、
諸
天
の
め
ぐ
み
ふ
か
く
、
仏
陀
神
明
の
加
護
有
て
、
災
難
を
除
き
、

自
然
に
福
を
ま
し
、
衆
人
愛
敬
不
し
浅
し
て
万
事
心
に
不
し
叶
。
」
（
七
一
頁
）

こ
う
し
た
表
象
に
お
け
る
仏
神
は
、
人
の
祈
願
や
誓
願
に
対
し
て
除
災
招
福
な

ど
の
具
体
的
利
益
や
加
護
を
与
え
る
威
神
力
を
持
つ
も
の
（
但
し
利
益
の
授
受

に
は
相
応
の
条
件
、
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
道
に
外
れ
な
い
願
で
あ
る
こ
と
と
、

人
事
を
尽
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
）
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
言
う
恩
恵
や
加
護
と
は
、
「
仏
神
」
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
か
。諸

仏
に
よ
る
恩
恵
・
加
護
は
、
衆
生
側
に
約
し
て
は
「
仏
祖
の
恩
」
と
言
わ

（
喝
）

れ
る
。
こ
れ
は
正
三
に
お
け
る
四
恩
の
第
二
「
師
の
恩
」
に
あ
た
り
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
「
師
ノ
恩
卜
云
〈
、
諸
々
ノ
師
匠
ノ
恩
也
。
就
レ
中
、
尤
重

キ
〈
仏
恩
也
。
」
（
二
九
一
頁
）
又
、
神
々
（
諸
天
・
神
明
・
地
祇
）
は
、
仏
教

に
お
い
て
は
天
部
に
属
す
る
迷
妄
の
衆
生
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
に
お
け
る
守
護

・
加
護
は
「
衆
生
恩
」
に
含
ま
れ
る
。
（
「
神
の
恩
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
）

そ
し
て
衆
生
恩
と
は
「
農
人
の
恩
、
諸
職
人
の
恩
、
衣
類
紡
績
の
恩
、
商
人
の

恩
、
一
切
の
所
作
、
互
に
相
助
け
ら
る
堅
恩
、
」
（
五
三
頁
）
の
よ
う
に
、
四
恩

と
は
別
に
説
明
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
三
の
恩
観
念
は
「
天
地
の
恩
・
師
の
恩
・
国
王
の
恩
・
父
母

の
恩
」
の
四
恩
と
衆
生
恩
よ
り
成
っ
て
お
り
、
既
に
述
べ
た
恩
は
、
四
大
と
い

う
身
体
の
構
成
要
素
お
よ
び
天
地
の
間
の
諸
事
物
を
あ
ら
わ
す
「
天
地
の
恩
」

（
天
道
の
恩
的
表
象
で
あ
る
）
・
天
下
の
泰
平
を
も
た
ら
し
た
「
国
王
の
恩
」

・
生
誕
と
養
育
を
も
た
ら
し
た
「
父
母
の
恩
」
と
共
に
、
こ
の
世
界
内
に
存
在

す
る
個
々
の
衆
生
が
こ
こ
に
生
育
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
、
自
覚
し
て

い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
切
の
所
作
・
髪
一
筋
に
い
た
る
ま
で
、
既
に

避
け
難
く
他
（
自
然
と
お
よ
び
社
会
の
各
々
の
事
象
）
の
諸
々
の
作
用
に
よ
っ

て
生
起
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
無

縁
の
じ
ひ
と
申
は
…
一
切
衆
生
、
こ
の
お
ん
ど
く
を
か
う
む
り
て
、
お
ん
と
も

し
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
」
（
一
二
九
頁
）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
態
は
仏

教
語
で
は
縁
起
と
呼
ば
れ
る
。

さ
て
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
神
仏
に
よ
る
恩
（
め
ぐ
み
・
守
護
）
に
つ
い
て
考

え
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
事
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
神
仏
は
、
祭
礼
や
誓
願
の

対
象
で
あ
り
、
守
護
や
利
生
を
具
体
的
に
〈
あ
た
え
る
も
の
〉
で
あ
る
か
に
み

え
る
。
し
か
し
そ
の
祈
願
に
対
す
る
感
応
は
（
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
の
確
認
は
）

自
己
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
も
と
も
と
そ
れ
が
道
に
適
っ
て
い
て
、
し
か
も

人
事
を
尽
く
し
た
な
ら
ば
、
「
な
ど
か
感
応
な
か
る
べ
き
」
（
八
二
頁
）
と
い
う

作
用
に
よ
っ
て
の
み
為
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
三
に
お
け
る
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神
仏
は
む
し
ろ
「
め
ぐ
み
・
守
護
（
恩
）
」
と
い
う
作
用
自
体
を
指
す
と
言
っ

て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
「
罰
・
崇
り
」
と
言
う
事
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
其
科
、

甚
重
ふ
し
て
、
天
罰
、
仏
罰
、
神
罰
、
人
罰
、
一
と
し
て
免
れ
ず
。
公
儀
よ
り

の
御
制
罰
に
あ
ら
ず
。
…
自
業
自
滅
至
極
せ
る
処
眼
前
也
。
」
（
一
三
七
頁
）
と

い
う
表
現
に
み
る
神
仏
の
罰
は
、
天
（
天
道
）
、
仏
、
神
、
人
、
を
一
貫
す
る

秩
序
（
法
）
へ
の
違
背
が
、
個
に
と
っ
て
は
苦
や
災
難
と
し
て
現
象
す
る
こ
と

を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
い
わ
ば
自
業
に
よ
っ
て
自
ら
減
す
る
と
い
う
事

態
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
「
先
日
当
地
宮
ノ
社
壇
二
糞
尿
ヲ
作
ケ
レ
ド
モ
、

何
ノ
罰
モ
不
し
中
。
師
云
、
其
二
増
ダ
ル
罰
有
ン
ャ
」
（
三
二
二
頁
）
に
み
る

よ
う
に
、
行
為
に
対
す
る
応
報
と
し
て
語
ら
れ
る
罰
の
み
で
な
く
、
衆
生
自
身

が
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
に
せ
よ
、
〈
無
法
な
行
為
者
で
あ
る
こ
と
、

あ
り
う
る
こ
と
自
体
の
孕
む
、
個
と
し
て
の
あ
り
よ
う
の
ゆ
が
ゑ
〉
を
罰
と
と

ら
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
〈
神
仏
の
為
す
〉
恩
・
恵
や
罰
・
た
た
り
と
し
て
語
ら
れ
る
作

用
は
、
個
と
し
て
の
衆
生
に
と
っ
て
は
外
か
ら
施
与
さ
れ
る
力
用
と
し
て
認
知

さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
は
衆
生
に
よ
っ
て
そ
れ
と
自
覚
さ
れ
よ
う

と
さ
れ
ま
い
と
、
こ
の
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
賞
罰
正
し
さ
の
当
体
、
言
い
換

え
れ
ば
、
〈
如
是
〉
（
恩
）
と
〈
如
非
〉
（
罰
）
と
も
い
う
べ
き
作
用
の
こ
と
で

●
●

あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
事
態
の
こ
こ
に
お
け
る
各
々
の

顕
現
が
天
地
万
物
の
諸
存
在
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
を
示
す
と
き
に
、
神
仏
に

よ
る
恩
・
恵
・
罰
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
与
え
る
も
の
と
し
て

仮
に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
神
々
や
諸
仏
と
い
う
表
象
な
の
で
あ
る
。
又
、
神

々
や
諸
仏
は
別
の
位
相
で
は
本
覚
真
如
の
一
仏
の
分
身
で
あ
る
、
と
語
ら
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
神
々
は
唯
一
者
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
恩

や
罰
が
本
来
的
に
単
層
構
造
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
種
々
の
位
相
の
恩
、
種
々

の
位
相
の
罰
が
同
時
に
一
所
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
具

体
的
顕
現
の
諸
側
面
が
各
々
の
神
仏
と
し
て
具
象
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
仏
神
な
き
に
あ
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
恩
や
罰
を
〈
こ
う
む
ら
し
め
る
も
の
〉
で
あ
る
と

い
う
表
現
か
ら
、
超
越
的
・
人
格
的
と
考
え
ら
れ
易
い
天
道
も
、
恩
や
罰
と
別

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
も
の
の
〈
こ
う
む
ら
し
め
〉
と
い
う
作
用
自
体

を
指
し
示
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
運
命
を
司
る
、
あ
る
い
は
運
命
と
い
う
す
で
に
定
め
ら
れ
た
秩
序

そ
の
も
の
を
表
す
か
に
見
え
る
天
道
（
特
色
第
五
「
天
道
の
ゆ
る
し
」
「
天
道

次
第
」
な
ど
）
と
ほ
ぼ
同
じ
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
因

果
」
「
業
」
が
相
当
す
る
。
「
万
事
因
果
次
第
也
卜
守
テ
、
分
別
ノ
仕
置
ス
。
ヘ
ヵ

ラ
ズ
・
」
（
一
七
六
頁
）
「
己
己
ガ
業
次
第
二
、
善
処
エ
モ
悪
処
エ
モ
住
ク
也
」
（
二

二
頁
）

こ
の
時
代
に
お
け
る
天
道
の
語
は
、
そ
の
三
教
一
致
的
と
さ
れ
る
要
素
の
う

（
賂
）

ち
の
仏
教
的
要
素
が
因
果
応
報
思
想
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
因
果
、

業
が
も
と
も
と
仏
教
語
で
あ
る
こ
と
と
、
天
道
が
こ
れ
ら
の
観
念
に
関
わ
り
を

持
つ
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
天
道
に
お
け

る
、
そ
し
て
当
時
一
般
の
仏
教
理
解
と
し
て
の
因
果
応
報
観
は
、
既
に
通
俗
化

し
て
流
布
し
て
い
た
、
個
人
の
現
世
に
お
け
る
あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
宿
世
観

と
結
び
付
い
た
、
勧
善
懲
悪
を
勧
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
に
と
っ
て
非
本

来
的
な
部
分
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

正
三
に
お
け
る
因
果
の
理
の
強
調
は
、
彼
が
霊
験
認
『
因
果
物
語
』
を
著
し

七
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た
こ
と
や
、
六
道
輪
廻
と
み
ら
れ
る
説
を
説
く
こ
と
と
関
連
し
て
、
こ
の
俗
流

仏
教
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
彼
に
と
っ
て
本
質
的
で
な
い
、
方
便

（
Ⅳ
）

的
言
説
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
も
と
よ
り
正
三
自
身
言
う
よ
う
に
「
三
時
業
報
ノ
因
果
歴
然
」
（
一

五
二
頁
）
の
道
理
も
「
無
始
輪
廻
ノ
我
等
、
三
界
二
流
転
」
（
二
九
一
頁
）
す

る
こ
と
も
、
単
な
る
方
便
で
は
な
く
釈
尊
以
来
の
仏
法
の
真
理
で
あ
る
。
と
す

る
と
こ
れ
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
輪
廻
観
か
ら
考
え
て
み
る
。

「
…
皆
是
一
心
ノ
内
二
有
六
道
也
。
此
問
ヲ
離
レ
ズ
、
上
二
登
り
下
ニ
ク
グ
リ
、

廻
り
休
ザ
ル
ヲ
六
道
輪
廻
卜
云
也
。
是
〈
只
今
其
方
ノ
心
ノ
輪
廻
ス
ル
ヲ
以
テ

知
。
へ
シ
・
」
（
一
四
一
頁
）
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
正
三
に
お
け
る
六

道
輪
廻
は
「
只
今
の
一
心
」
の
為
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
（
非
仏
教
的

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

に
）
実
在
す
る
個
と
し
て
の
主
体
が
実
在
す
る
他
界
と
し
て
の
六
界
に
、
輪
廻

、
、

転
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
無
い
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
又
、
彼
に
お
い
て
は
「
前
世
ノ
罪
業
、
我
ガ
心
ト
成
テ
、
日
夜
我

ヲ
責
事
ヲ
能
可
レ
知
・
」
（
三
二
八
頁
）
あ
る
い
は
「
世
々
生
々
’
一
於
テ
種
ヲ
失

ワ
ズ
」
（
一
五
五
頁
）
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
説
か
れ
、
あ
た
か
も
前
世
や
来

世
が
存
在
す
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。

こ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
無
始

輪
廻
の
我
等
」
「
三
世
業
報
中
の
我
等
」
が
「
前
世
の
業
因
」
を
負
っ
て
い
る

と
は
、
我
々
が
今
こ
の
時
に
こ
の
場
所
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
、
と

い
う
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
に
無
始
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
、
す
べ
て
の
行

為
の
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ
た
作
用
の
総
体
を
背
負
っ
て
生
成
し
て
お
り
、
後

世
の
あ
ら
ゆ
る
作
用
に
関
連
を
持
つ
も
の
と
し
て
す
で
に
生
成
し
て
し
ま
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
個
と
し
て
の
あ
り
よ

う
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
三
世
業
報
中
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
て
は
「
あ

り
よ
う
」
と
し
て
「
あ
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

但
し
、
こ
の
こ
と
は
既
に
定
め
ら
れ
た
絶
対
的
運
命
（
宿
世
の
業
因
）
に
縛

ら
れ
て
い
て
、
当
為
の
余
地
が
全
く
無
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
。
「
…
而
モ
此
心
ヲ
能
用
ル
則
（
、
未
来
ノ
苦
ヲ
免
ル
些
耳
二
非
ズ
、
今

日
忽
其
業
ヲ
転
ズ
ル
道
理
也
。
」
（
二
九
七
頁
）
既
に
し
て
「
一
心
の
所
作
」
で

あ
る
我
々
の
業
報
と
し
て
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
今

日
只
今
の
一
心
の
用
い
様
」
に
よ
っ
て
「
業
を
転
ず
る
」
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

従
っ
て
、
今
の
心
の
用
に
よ
っ
て
、
現
に
迷
苦
で
あ
る
こ
の
身
の
現
状
を
正
し

く
知
り
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
の
要
請
が
胚
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
因
果
次
第
」
「
業
次
第
」
と
は
、
因
果
を
否
定
す
る
こ
と
で

も
な
く
、
因
果
に
屈
従
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
著
名
な
禅
の
公
案
「
深
信
因
果
、

不
味
因
果
、
不
落
因
果
」
の
解
釈
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
問
、

不
味
因
果
、
為
二
什
塵
一
脱
二
野
孤
一
、
答
日
、
不
味
卜
云
タ
ハ
、
六
道
四
生
遊

戯
三
昧
ノ
人
也
。
」
（
二
○
四
頁
）
す
な
わ
ち
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修

羅
・
人
・
天
）
四
生
（
卵
・
胎
・
湿
・
化
）
と
い
う
因
果
的
連
鎖
の
迷
・
苦
の

中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
遊
戯
三
味
な
生
き
方
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
「
因
果
次
第
」
「
業
次
第
」
と
同
様
に
用
い
ら
れ
る

「
天
道
次
第
」
も
、
外
在
す
る
権
威
と
し
て
の
な
に
も
の
か
に
よ
っ
て
、
宿
命

と
し
て
既
成
の
秩
序
へ
の
服
従
を
、
将
来
に
亘
っ
て
要
求
す
る
観
念
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
現
前
に
あ
る
娑
婆
世
界
の
、
縁
起
的
様
相
（
社
会
ｌ
自
然
の
内
の
存

在
と
し
て
の
自
己
が
、
す
で
に
今
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
、
と
い
う

こ
と
自
体
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
し
、
ヘ
ル
の
因
果
の
連
鎖
を
背
負
っ
て
い
る

七
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こ
と
）
の
中
に
、
迷
妄
行
為
者
（
縁
起
因
果
を
背
負
っ
た
ま
ま
、
前
世
の
因
果

を
迷
・
苦
と
し
て
受
容
・
行
為
す
る
も
の
）
と
し
て
の
自
己
を
位
置
付
け
つ
つ
、

主
体
的
縁
起
的
行
為
者
（
自
ら
志
願
し
て
縁
起
因
果
の
内
の
存
在
で
あ
る
こ
と

を
、
転
業
と
い
う
形
で
ふ
る
ま
う
も
の
）
と
し
て
の
生
き
方
を
開
く
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

従
っ
て
、
こ
の
用
例
に
み
る
「
天
道
」
も
そ
こ
に
そ
ぐ
わ
な
い
行
為
者
に
と

っ
て
は
、
〈
外
な
る
も
の
〉
に
感
じ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
む
し
ろ
衆
生
界
（
縁
起

的
行
為
者
の
総
体
）
に
満
ち
満
ち
て
、
そ
れ
ら
を
貫
く
因
果
業
報
の
当
体
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
行
に
お
い
て
身
を
批
た
れ
る
。
任
さ
れ
る
対
象
を
あ
ら
わ
す
と
思

わ
れ
る
天
道
（
特
色
第
二
）
「
身
命
を
天
道
に
揃
っ
て
」
な
ど
と
ほ
ぼ
同
じ
文

脈
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
世
界
」
「
法
界
」
「
物
」
が
相
当
す

る
。
「
此
身
を
世
界
に
伽
て
、
一
筋
に
国
士
の
た
め
万
民
の
た
め
と
お
も
ひ
入

て
…
・
」
（
七
二
頁
）
「
衆
生
を
済
度
す
る
事
は
、
身
命
を
法
界
へ
伽
の
外
は
有

る
べ
か
ら
ず
。
」
（
七
八
頁
）
「
い
た
れ
る
人
は
物
に
ま
か
せ
て
を
の
れ
に
ま
か

せ
ず
。
」
（
五
三
頁
）

「
世
界
」
と
は
一
般
に
和
語
と
し
て
は
「
生
あ
る
物
が
生
存
・
生
活
す
る
空

間
」
「
人
間
関
係
・
人
間
社
会
・
人
間
生
活
が
成
立
し
て
い
る
領
域
」
で
あ
る

こ
と
を
基
本
的
意
味
と
す
る
。
仏
教
語
と
し
て
は
「
迷
妄
の
衆
生
が
住
す
る
三

世
十
方
の
全
時
空
。
（
苦
を
堪
え
忍
ぶ
）
場
と
し
て
の
娑
婆
・
人
の
世
。
遷
流

・
無
常
な
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
「
法
界
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
語

で
あ
り
、
「
全
宇
宙
の
存
在
と
し
て
の
諸
法
が
、
事
物
の
根
源
、
真
理
そ
の
も

の
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
と
い
う
仏
の
法
（
ダ
ル
ど
の
貫
す
る
全
時
空
」
を

意
味
す
る
。
す
わ
わ
ち
く
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
〉
と
〈
そ
れ
を
そ
の
よ

う
に
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
（
真
如
・
法
性
）
〉
の
両
面
を
相
即
的
に
表
現
す

る
語
で
あ
る
。
従
っ
て
〈
（
仏
）
法
界
〉
は
世
界
に
対
し
て
い
わ
ば
〈
出
世
・

界
（
出
・
世
界
）
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
世
界
即
ち
法
界
で
あ
る
と

も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
具
体
的
に
こ
の
世
俗
世
界
と
法
界
が
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
構
造
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
為
に
、
主
と
し
て

二
つ
の
方
法
で
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
第
一
は
浄
土
家
の
よ
う
に
、
五
濁
悪

世
と
し
て
、
現
実
の
肉
体
も
思
想
も
性
質
も
時
代
環
境
も
、
こ
の
世
の
一
切
が

〈
機
〉
で
あ
る
と
し
て
、
あ
え
て
世
界
（
稜
士
）
と
出
世
界
（
浄
士
）
の
対
立

構
造
を
際
立
た
せ
る
方
法
。
第
二
は
、
世
・
出
世
の
対
立
を
迷
悟
の
問
題
と
し

て
、
い
わ
ば
心
の
用
い
よ
う
に
収
敞
さ
せ
て
説
明
す
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
仏
の
境
界
か
ら
す
れ
ば
、
此
士
即
仏
士
、
世
界
即
法
界
で
あ
る
、
と
言
う

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
正
三
の
場
合
こ
の
い
ず
れ
の
方
法
も
取
ら
な
い
。
正
三
に
お
い
て

〈
身
を
拠
た
れ
る
対
象
〉
と
し
て
の
「
世
界
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
有
情
世
間

（
人
間
社
会
）
で
あ
る
。
「
一
切
の
所
作
、
皆
以
世
界
の
た
め
と
な
る
事
を
以

し
る
べ
し
。
：
．
鍛
冶
番
匠
を
は
じ
め
て
、
諸
職
人
な
く
し
て
は
世
界
の
用
所
、

調
べ
か
ら
ず
。
…
此
外
所
有
事
業
出
来
て
、
世
の
た
め
と
な
る
。
…
其
品
々
、

限
り
な
く
出
て
、
世
の
為
と
な
る
と
い
へ
ど
も
、
唯
是
一
仏
の
徳
用
な
り
。
」
（
七

○
頁
）
そ
し
て
〈
そ
こ
〉
は
一
切
衆
生
の
一
切
所
作
が
相
互
に
助
け
合
っ
て
、

す
な
わ
ち
「
恩
」
と
呼
ば
れ
る
相
互
的
作
用
に
よ
っ
て
生
成
し
つ
つ
あ
る
共
同

体
で
あ
る
。
こ
の
諸
恩
は
あ
る
状
況
で
は
師
・
国
王
・
父
母
・
主
人
な
ど
の
、

関
係
の
上
で
実
質
的
に
〈
被
ら
し
め
〉
と
考
え
や
す
い
も
の
に
よ
る
も
の
、
と

表
象
さ
れ
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
一
切
衆
生
に
よ
る
恩
と
い
う
理
解
で
あ
る

八
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と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
又
、
こ
の
恩
は
師
・
国
王
・
父
母
・
主
君
・
衆
生
な

ど
の
「
有
情
（
人
間
）
」
の
み
で
な
く
、
並
列
し
て
天
地
万
物
の
恩
が
存
在
す

る
。
「
天
地
の
恩
と
い
ふ
は
四
大
を
天
地
よ
り
か
り
、
大
地
に
身
を
置
き
、
衣

服
、
食
物
、
水
火
、
家
財
、
雑
具
等
皆
以
天
地
の
恩
な
り
。
」
（
五
二
頁
）
「
世

界
ひ
ら
け
始
り
し
よ
り
、
事
起
て
天
を
父
と
し
、
地
を
母
と
し
、
陰
陽
合
し
て

森
羅
万
像
出
生
す
。
」
（
一
三
五
頁
）
す
な
わ
ち
、
我
々
の
存
在
が
自
然
界
お
よ

び
人
間
の
造
作
物
な
ど
の
森
羅
万
象
の
中
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
成
立
し
て

い
る
と
い
う
事
態
を
も
、
恩
（
天
地
の
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
「
天
地
万
物
が
陰
陽
和
合
し
て
森
羅
万
像
を
出
生
す
」
と
い

う
表
現
は
仏
教
的
で
は
な
い
が
、
彼
が
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
事

態
は
、
仏
教
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
器
世
間
（
有
情
を
入
れ
る
器
と
し
て
の
山
河

・
大
地
・
草
木
な
ど
の
環
境
世
界
）
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
一
見
し
て
世
間
語
と
し
て
の
「
世
界
」
で
あ
り
、
国
士
・
万
民
と
総
称
さ

れ
る
彼
の
「
世
界
」
は
、
仏
教
的
に
は
有
情
世
間
と
器
世
間
に
通
じ
る
、
従
っ

て
三
千
大
千
世
界
と
も
い
わ
れ
る
全
時
空
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
「
世
界
」
は
彼
に
お
い
て
も
「
娑
婆
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明

ら
か
に
「
苦
界
」
で
あ
っ
て
脱
さ
れ
る
べ
き
迷
妄
の
場
で
あ
る
。
「
総
而
娑
婆

二
有
ユ
ル
事
ノ
間
二
落
ル
ハ
皆
是
輪
廻
ノ
業
也
。
」
（
二
四
七
頁
）
し
か
し
こ
の

（
略
）

苦
界
の
娑
婆
は
同
音
の
「
公
界
」
す
な
わ
ち
積
極
的
に
社
会
的
価
値
を
も
つ
「
お

お
や
け
の
場
」
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
文
脈
で
は
明
ら
か
に
無
常
遷
流
の
「
苦
界
」
と
し
て

脱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
「
世
界
」
が
そ
こ
に
身
を
伽
つ
く
き
、
す
な
わ
ち
積
極

的
に
入
る
べ
き
場
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
場
が
、
直
接
的

に
は
助
け
合
っ
て
過
ぐ
べ
き
「
人
間
社
会
」
で
あ
る
事
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

さ
て
そ
の
上
で
こ
の
世
界
に
身
を
拠
っ
事
が
「
法
界
」
に
身
命
を
伽
つ
行
為

、
、
、
、

、
、

へ
と
同
値
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
他
に
衆
生
済
度
の
行
は
な
い
し
、
そ
こ

以
外
に
法
界
は
な
い
。
国
士
の
た
め
万
民
の
た
め
世
の
た
め
に
ふ
る
ま
う
こ
と

が
一
仏
の
徳
用
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
我
々
は
「
法
界
ノ
功
力
ヲ
以
テ
世
ヲ

渡
ル
」
（
二
七
五
頁
）
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
に
お
い
て
は
ま
さ
し
く
〈
こ

こ
〉
が
、
迷
悟
を
問
わ
ず
、
世
界
即
法
界
な
の
で
あ
る
。

又
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
〈
そ
こ
〉
は
、
人
（
有
情
）
の
象
で
成
立
し
て

い
る
「
界
」
で
は
な
い
。
そ
の
事
を
示
す
の
が
「
有
し
物
先
二
天
地
一
無
し
形
本

寂
蓼
。
為
二
能
万
像
主
一
不
下
逐
二
四
時
一
凋
上
。
」
（
五
一
頁
）
に
み
る
よ
う
な
「
物
」

と
よ
ば
れ
る
諸
事
物
の
縁
起
的
総
体
を
指
す
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で

「
物
に
任
す
」
と
い
う
あ
り
か
た
が
、
世
界
に
身
を
棚
つ
あ
り
か
た
と
同
様
に

用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
彼
に
お
け
る
身
を
伽
つ
対
象
と
し
て
の
〈
そ
こ
〉
は
自

然
内
・
社
会
内
存
在
で
あ
る
我
が
心
身
が
現
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し

か
も
自
然
お
よ
び
人
間
に
よ
る
諸
事
象
が
自
ず
か
ら
生
み
出
す
秩
序
に
覆
わ
れ

た
、
全
時
空
を
構
成
す
る
縁
起
因
果
の
総
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
身

を
批
つ
対
象
と
し
て
同
類
の
表
現
を
さ
れ
る
「
天
道
」
も
こ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
三
つ
の
観
点
か
ら
「
天
道
」
に
代
替
し
う
る
諸
概
念
に
つ
い
て
考
察

し
た
が
、
こ
の
三
局
面
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
〈
そ
こ
〉
は
自
然
界
の
物
質
的
で
あ
り
か
つ
人
間
お
よ
び
社

会
に
か
か
わ
る
諸
事
象
の
一
切
が
常
に
現
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
場
で
あ
り
、
諸

現
象
の
総
体
と
し
て
の
全
時
空
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
遍
満
す
る
作
用
は
、

こ
の
界
内
の
万
象
が
相
互
に
恩
恵
を
与
え
合
う
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
生
成
し
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て
お
り
、
そ
の
関
係
秩
序
へ
の
違
背
は
当
時
者
へ
の
・
ヘ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
現
成

す
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
あ
る
い
は
そ
の
中
の
個
で
あ
る
〈
そ
れ
〉
に
と
っ
て

は
、
〈
外
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
神
仏
や
諸
衆
生
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
恩
・

恵
や
罰
と
し
て
語
ら
れ
、
諸
関
係
の
因
果
の
連
鎖
を
担
い
つ
つ
あ
る
輪
廻
す
る

存
在
の
当
体
で
あ
る
〈
そ
れ
〉
に
と
っ
て
は
そ
の
も
の
自
体
の
因
果
業
報
と
し

て
示
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
「
界
」
で
あ
り
「
法
（
諸
事
象
で
あ
り
か
つ
ダ
ル
ご
」

で
あ
り
「
神
仏
」
で
あ
り
「
恩
・
罰
」
で
も
あ
る
よ
う
な
総
体
が
「
天
道
」
に

よ
っ
て
示
そ
う
と
さ
れ
た
く
そ
の
事
態
〉
な
の
で
あ
る
。
正
三
の
職
分
論
と
い

わ
れ
る
言
説
の
根
拠
と
し
て
の
天
道
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

さ
て
正
三
の
天
道
の
内
実
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
正
三
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
「
世
法
即
仏
法
」
で
あ
る
と
言
い
得
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
世
法
即
仏
法
と
は
、
も
は
や
単
に
世
俗

生
活
が
そ
の
ま
ま
仏
法
で
あ
る
と
か
、
世
俗
の
体
制
が
仏
法
に
優
先
す
る
な
ど

と
い
う
意
味
に
は
止
ま
ら
な
い
。
世
（
世
間
・
世
俗
）
の
法
（
出
来
事
・
秩
序

・
理
法
）
が
、
仏
の
法
と
別
の
と
こ
ろ
で
、
別
の
法
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
「
世
即
出
世
」
な
る
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
い
わ

れ
る
八
そ
の
事
態
Ｖ
す
な
わ
ち
「
天
道
」
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
三
の
天
道
に
対
す
る
一
般
の
解
釈
八
世
法

Ⅱ
王
法
Ⅱ
天
道
Ｖ
に
基
づ
く
天
道
・
職
分
論
と
い
う
説
に
再
考
の
余
地
が
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
正
三
は
何
故
そ
の
事
態
（
世
法
即
仏
法
）
を
表
わ
す
の
に
天
道

の
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
用
い
ら
れ

五

る
言
葉
よ
り
も
語
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
八
そ
の
事
態
Ｖ
で
あ
り
、
そ
れ
を
最

も
直
接
な
形
で
八
伝
え
る
こ
と
Ｖ
で
あ
る
。
そ
こ
で
既
に
十
分
世
俗
化
し
た
形

で
一
般
に
流
布
し
て
い
た
様
々
な
仏
教
語
な
ど
よ
り
も
、
世
法
即
仏
法
と
い
う

事
態
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
自
ら
の
実
感
と
し
て
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
社

会
内
存
在
と
し
て
の
人
間
を
積
極
的
に
位
置
付
け
る
と
言
う
意
味
で
、
よ
り
身

近
な
生
々
し
さ
を
持
っ
た
表
現
と
し
て
天
道
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
に
は
も
は
や
仏
教
の
用
語
的
範
晴
を
越
え
出
て
で
も
仏
法
（
即
世
法
）

と
い
う
事
実
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
内
的
要
請
と
と
も
に
、
い

わ
ゆ
る
仏
教
で
な
い
と
こ
ろ
（
世
法
）
に
お
い
て
、
仏
法
は
示
さ
れ
得
る
の
だ

と
い
う
確
信
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
正
三
に
は
、
現
世
は
末
世
で
あ
り
、
す
で
に
正
法
は
絶

え
て
い
る
、
と
い
う
認
識
と
と
も
に
、
も
し
真
実
の
仏
法
が
す
み
や
か
に
現
れ

得
な
い
な
ら
ば
、
八
せ
め
て
形
だ
け
で
も
Ｖ
仏
法
興
隆
の
兆
し
を
示
せ
な
い
か
、

（
四
）

と
い
う
悲
願
と
も
言
う
べ
き
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
面
の
あ
ら
わ
れ
が
、
晩

（
釦
）

年
の
言
説
に
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
仏
法
治
国
論
や
僧
侶
役
人
説
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
両
面
は
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

正
三
自
身
の
内
部
で
は
、
仏
法
興
隆
と
い
う
一
事
の
両
面
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
彼
の
思
想
の
特
に
後
者
の
側
面
は
正
三
自
身
の
意
図
に
か
か
わ

ら
ず
、
幕
藩
制
を
安
定
的
に
支
持
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
必
要
と
し
て
い
た
支

配
者
層
に
よ
っ
て
、
仏
法
治
国
論
は
寺
檀
制
度
の
思
想
原
理
と
し
て
、
職
分
論

は
民
衆
を
主
体
的
に
体
制
秩
序
に
随
順
さ
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
利
用

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
思
想
が
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
転
化
し
う
る
王
法
肯
定
の
論
理
を
内
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
か
、
直

接
目
の
前
に
あ
る
支
配
シ
ス
テ
ム
を
批
判
し
な
い
と
い
う
態
度
は
、
現
状
の
体
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制
を
黙
認
す
る
と
い
う
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
を
示
し
て
い
た
と
評
さ

れ
る
。
確
か
に
正
三
に
は
事
実
と
し
て
徳
川
政
権
に
対
す
る
肯
定
的
心
情
を
示

す
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
正
三
の
生
き
た
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七

世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
幕
藩
制
秩
序
の
す
で
に
確
立
し
た
時
代
で
は
な
い
。

徳
川
政
権
は
乱
世
を
治
世
へ
と
も
た
ら
し
た
確
実
な
貢
献
者
で
あ
り
、
秩
序
は

今
ま
さ
に
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
仏
法
興
隆
を
形
の

上
で
あ
ら
わ
そ
う
と
い
う
の
は
、
正
三
に
と
っ
て
最
晩
年
の
焦
燥
に
満
ち
た
発

言
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た
王
法
秩
序
と
仏
法
の
関
係
を
巡
る
問
題
は
、
す
で
に
十
分

世
俗
化
し
た
治
世
と
し
て
の
世
俗
社
会
内
部
に
お
い
て
、
そ
こ
に
す
で
に
組
承

こ
ま
れ
た
存
在
と
し
て
の
自
己
が
、
い
か
に
す
れ
ば
真
実
の
仏
法
者
で
あ
り
う

る
の
か
と
い
う
、
正
三
以
降
の
近
世
仏
教
者
に
共
通
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
時
、
必
然
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
次
な
る
問
い

は
、
王
法
と
世
法
即
仏
法
の
関
わ
り
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

註

（
１
）
鈴
木
正
三
の
思
想
に
関
す
る
研
究
は
す
で
に
多
数
に
の
ぼ
る
。
大
桑
斉

「
幕
藩
制
仏
教
の
形
成
と
鈴
木
正
三
」
「
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
』
（
法

蔵
館
、
平
成
元
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
近
世
初
頭
に
お
け
る
天
道
一
般
に
つ
い
て
は
石
毛
忠
「
戦
国
・
安
土
桃

山
時
代
の
倫
理
思
想
」
（
『
日
本
に
お
け
る
倫
理
思
想
の
展
開
』
昭
和
四
○

年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
こ
う
し
た
見
解
は
倉
地
克
直
「
幕
藩
制
前
期
に
お
け
る
支
配
思
想
と
民

衆
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
六
一
号
）
一
三
六
頁
な
ど
に
ゑ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
４
）
正
三
の
世
法
即
仏
法
と
天
道
思
想
を
関
連
付
け
て
論
じ
た
研
究
に
は
す

で
に
、
高
島
元
洋
「
鈴
木
正
三
に
お
け
る
世
法
即
仏
法
の
成
立
ｌ
天
道
を

め
ぐ
る
近
世
思
想
の
一
考
察
ｌ
」
（
『
倫
理
学
年
報
』
第
二
十
六
集
、
昭
和

五
二
年
）
が
あ
る
が
、
拙
論
は
仏
法
を
空
・
無
我
な
ど
に
見
る
の
で
は
な

く
、
世
法
の
中
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
点
で
立
場
を
異
に
す
る
。

（
５
）
以
下
、
鈴
木
正
三
よ
り
の
引
用
は
、
鈴
木
鉄
心
校
訂
並
編
『
鈴
木
正
三

道
人
全
集
』
（
山
喜
房
仏
書
林
、
昭
和
六
三
年
）
よ
り
行
い
、
頁
数
の
承

記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
６
）
「
カ
リ
’
一
モ
不
儀
ノ
弓
矢
取
ラ
ム
者
〈
皆
天
罰
ヲ
蒙
テ
自
滅
ス
、
ヘ
キ
時

也
。
」
（
「
明
徳
記
」
『
群
書
類
従
』
巻
三
百
七
十
三
、
第
十
四
輯
、
二
八
七

頁
・
上
）

（
７
）
「
我
も
天
道
へ
忠
信
の
者
な
る
ゆ
へ
に
、
今
天
下
の
執
柄
を
天
道
よ
り

あ
づ
け
た
ま
え
へ
り
。
」
（
「
東
照
宮
御
遺
訓
」
『
近
世
武
家
教
育
思
想
・
家

訓
』
四
五
頁
）

（
８
）
「
臣
ト
シ
テ
ハ
君
ヲ
オ
ソ
レ
、
子
ト
シ
テ
ハ
父
ヲ
オ
ソ
レ
、
君
ト
シ
テ

ハ
天
道
ヲ
オ
ソ
レ
ナ
ン
ド
ス
ル
ハ
、
オ
ソ
ル
ベ
キ
道
理
也
。
」
（
「
三
徳
抄
」

日
本
思
想
大
系
恥
『
林
羅
山
・
藤
原
猩
窩
』
一
八
二
頁
）

（
９
）
「
天
道
と
は
天
地
の
間
の
主
人
な
り
。
形
も
な
き
ゆ
へ
に
目
に
も
見
え

ず
。
…
此
人
の
こ
こ
ろ
は
、
天
よ
り
わ
か
れ
来
て
我
心
と
成
な
り
。
」
（
「
日

本
思
想
大
系
肥
』
二
五
七
頁
）

（
Ⅲ
）
「
夫
天
道
者
理
也
。
此
理
在
し
天
。
未
し
賦
二
於
物
一
日
二
天
道
一
・
此
理
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具
二
於
人
心
一
・
未
し
應
二
於
事
一
日
し
性
。
」
（
「
五
事
之
難
」
「
猩
窩
先
生
文

集
』
巻
之
九
、
一
三
一
頁
）

（
Ⅱ
）
『
至
道
無
難
禅
師
集
』
四
三
頁

（
皿
）
こ
の
他
、
同
世
代
の
天
道
観
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
キ
リ
シ
タ

ン
の
天
道
（
Ⅱ
で
う
す
）
観
が
あ
る
。
島
原
の
乱
後
の
民
衆
教
化
の
た
め

に
天
草
に
赴
き
『
破
切
利
支
丹
』
を
著
し
た
正
三
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、

同
じ
く
一
般
民
衆
の
間
に
流
布
し
て
い
た
語
と
し
て
の
天
道
を
取
り
入
れ

な
が
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
天
道
理
解
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
に
失
敗
し

た
の
に
対
し
、
正
三
は
同
じ
そ
の
点
に
お
い
て
成
功
し
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
旧
）
石
毛
忠
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
天
の
思
想
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第

二
号
）
五
○
頁
参
照

（
Ｍ
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四
『
仮
名
草
子
集
』
（
岩
波
書
店
一
九
九

一
年
）
一
八
九
頁

（
田
）
四
恩
説
は
も
と
も
と
仏
教
の
範
晴
で
あ
る
が
四
項
目
の
内
実
に
つ
い
て

は
時
代
や
立
場
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

中
で
正
三
の
「
天
地
・
師
・
国
王
・
父
母
／
衆
生
」
と
い
う
説
は
、
封
建

社
会
の
恩
観
念
、
儒
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
極
め
て
特
徴
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
今
井
淳
「
封
建
社
会
に
お
け
る
恩

の
思
想
と
そ
の
構
造
」
「
仏
教
思
想
４
恩
』
平
楽
寺
一
九
七
九
年
）

（
肥
）
大
桑
斉
、
前
掲
論
文
、
四
二
三
頁
参
照

（
Ⅳ
）
高
田
衛
「
因
果
の
理
法
と
勧
善
懲
悪
」
（
「
大
系
仏
教
と
日
本
人
４
』
春

秋
社
、
昭
和
側
年
）

（
肥
）
公
界
（
く
か
い
・
く
が
い
）
と
は
、
①
お
お
や
け
、
公
儀
、
表
向
き
、

晴
れ
の
。
私
ご
と
、
私
心
の
対
概
念
。
②
世
間
、
公
衆
、
人
中
（
世
界
の

こ
と
）
③
世
間
一
般
の
通
法
＊
仏
教
語
で
壼
十
万
界
・
遍
界
（
Ⅱ
法
界
）

転
じ
て
遊
女
の
境
遇
「
苦
界
（
く
か
い
・
く
が
い
）
」
を
も
「
公
界
」
と

表
記
す
る
。
（
角
川
『
古
語
大
辞
典
』
大
修
館
『
禅
学
大
辞
典
』
、
網
野
善

彦
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
平
凡
社
選
書
胡
一
九
七
八
年
一
二
八
、
二
九

八
頁
参
照
）

（
岨
）
「
末
法
下
機
ノ
身
二
於
テ
、
思
レ
之
事
、
又
愚
也
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
心
中

ノ
所
願
休
時
ナ
シ
。
…
時
既
二
末
世
也
、
人
皆
下
機
也
。
」
（
三
○
五
頁
）

「
姜
元
一
一
テ
、
此
比
仏
法
ノ
興
り
可
し
申
瑞
相
数
多
見
候
間
、
二
書
付

越
申
候
。
一
、
十
二
三
箇
年
以
来
、
数
珠
屋
隙
無
成
申
候
。
一
、
京
都
大

坂
二
於
テ
、
仏
師
数
多
出
来
、
皆
々
隙
無
之
候
。
」
（
三
一
二
頁
）

（
別
）
い
わ
ゆ
る
仏
法
治
国
論
と
は
、
「
仏
法
は
国
王
大
臣
有
力
檀
那
に
付
属

す
と
説
き
た
ま
へ
り
。
然
則
ば
公
儀
御
下
知
な
く
し
て
は
仏
法
正
理
な
る

べ
か
ら
ず
。
」
（
六
一
頁
）
な
ど
に
み
る
考
え
方
で
あ
る
。
僧
侶
役
人
説
と

は
、
「
仏
弟
子
は
煩
悩
業
苦
の
心
病
を
治
す
る
役
人
な
り
。
」
（
六
三
頁
）

な
ど
に
み
る
考
え
方
で
あ
る
。
（
安
藤
嘉
則
「
鈴
木
正
三
の
仏
法
治
国
論

に
つ
い
て
」
『
仏
教
に
お
け
る
国
士
観
』
平
楽
寺
一
九
九
三
年
参
照
）

＊
追
記
＊

本
論
文
は
、
平
成
六
年
度
日
本
思
想
史
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
の

草
稿
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
学
習
院
大
学
大
学
院
）

八
四


