
一

　

二
―
三
、
西
行
と
覚
鑁
（
高
野
山
大
伝
法
院
）
と
の
関
わ
り

　

本
稿
で
は
さ
き
に
発
表
し
た
上
篇
に
続
け
て
、
西
行
「
観
心
」
詠
の

東
密
的
な
読
み
を
試
み
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
本
章
第
一

項
に
挙
げ
た
記
録
の
類
以
外
に
認
め
得
る
、
西
行
と
覚
鑁
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
、
信
仰
と
詠
作
、
さ
ら
に
は
人
物
関
係
な
ど
と
い
っ
た
側
面

か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
は
西
行
の
信
仰
と
覚
鑁
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
西
行
は
、
お

そ
ら
く
は
在
俗
（
佐
藤
義
清
）
の
段
階
か
ら
、
東
密
の
高
僧
と
し
て
の

覚
鑁
の
存
在
は
見
聞
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
西
行

が
元
は
鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
で
、
そ
の
出
家
の
年
（
保
延
六
年

〔
一
一
四
〇
〕）
の
十
年
前
か
ら
覚
鑁
は
上
皇
の
帰
依
を
受
け
て
お
り
、

か
つ
は
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
に
は
白
河
離
宮
で
上
皇
に
謁
見
し
て

も
い
た
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
る�

（
28
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
西
行

の
、
発
心
段
階
以
前
の
信
仰
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
『
聞
書
集
』
の

一
四
〇
番
歌
や
一
品
経
歌
の
存
在
及
び
僧
名
の
「
圓
位
」
―
「
圓
」
は

法
華
経
を
意
味
す
る
―
、
ま
た
浄
土
信
仰
詠
の
存
在�

（
29
）
や
「
西
行
」

な
る
号
な
ど
か
ら
、
天
台
浄
土
教
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
西
行
は
、（
お
そ
ら
く
は
出
家
後
に
）
一
四
〇

番
歌
の
上
句
の
よ
う
に
東
密
の
秘
密
事
相
に
出
会
え
た
感
慨
を
詠
ん
で

お
り
、
か
つ
は
東
密
の
修
法
た
る
密
教
観
法
の
歌
を
多
く
詠
ん
で
も
い

る�

（
11
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
西
行
の
信
仰
に
は
、
在
俗
時
以
来
の

「
天
台
浄
土
教
」
と
、
出
家
以
後
の
「
東
密
」「
密
教
観
法
」
と
い
う
三

つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
覚
鑁
の
高

野
山
大
伝
法
院
（
及
び
伝
法
院
流
）
は
、
そ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
西
行
に
と
っ
て
は
唯
一
無

二
の
環
境
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の

一
つ
は
、
覚
鑁
の
説
い
て
い
た
「
秘
密
念
仏
」
の
教
え
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
覚
鑁
は
、『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
な
ど
に
お
い
て
、
密
教
の
立

場
か
ら
密
教
と
浄
土
教
と
の
融
合
を
図
る
教
え�

（
30
）
を
説
き
、
顕
教
の

　
西
行
「
観
心
」
詠
　
小
考
　
一
〔
下
篇
〕

　
　
　
―
下
句
「
に
し
の
山
辺
」
の
東
密
的
解
釈
の
試
み
（
承
前
）
―

†
但
馬
貴
則

    †  

大
阪
産
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大
学 

全
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教
育
機
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非
常
勤
講
師

　

  

草
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最
終
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稿
提
出
日
　
10
月
22
日



二

「
極
楽
往
生
」
を
即
身
成
仏
に
至
る
た
め
の
方
便
と
し
て
い
た
の
で
あ

る�
（
31
）
が
、
も
と
も
と
東
密
は
、
た
と
え
ば
空
海
の
『
秘
密
曼
荼
羅
十

住
心
論
』
や
『
秘
蔵
宝
鑰
』
な
ど
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
顕
教
を

密
教
に
至
る
た
め
の
階
梯
と
見
な
し
て
も
い
た
の
で
あ
っ
て
、
以
上
の

点
か
ら

○�

西
行
在
世
時
の
高
野
山
大
伝
法
院
で
は
、（
天
台
由
来
の
）
浄
土
信

仰
を
有
す
る
者
が
東
密
の
教
え
に
容
易
に
泥
む
た
め
の
環
境
―
法
華

経
信
仰
を
捨
て
ず
に
東
密
へ
と
移
行
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
―

が
整
え
ら
れ
て
い
た
。

の
ご
と
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る�
（
32
）。
い
ま
一
つ
の
理
由
は
、

覚
鑁
と
密
教
観
法
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
密
教
観
法
に
は

「
字
輪
観
」「
月
輪
観
」「
阿
字
観
」
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
大
成
さ
せ
、
今
日
に
伝
わ
る
形
に
し
た
の

が
他
な
ら
ぬ
覚
鑁
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て�

（
33
）、
そ
こ
か
ら

○�

大
伝
法
院
は
、
真
言
行
者
が
密
教
観
法
を
修
め
る
た
め
に
も
最
良
の

環
境
で
あ
っ
た
。

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
釈
教
歌
に
お
け
る
覚
鑁
教
説
の
反
映
で
あ
る
が
、
西
行
に
は
、

密
教
観
法
に
関
す
る
覚
鑁
以
来
の
伝
法
院
流
の
秘
密
事
相
を
詠
ん
だ
と

明
確
に
分
か
る
歌
が
一
首
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、本
章
第
二
項
（
上
篇
）

に
も
挙
げ
た
『
聞
書
集
』
の
一
四
一
番
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　

論
文

　
　
　
　

八
葉
白
蓮
一
肘
間
の
心
を

　
　

�

く
も
お
ほ
ふ
ふ
た
か
み
や
ま
の
月
か
げ
は
こ
こ
ろ
に
す
む
や
み
る

に
は
あ
る
ら
む

こ
の
歌
を
、
山
田
昭
全
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る�

（
34
）。

　
　

�

い
ま
西
行
は
、
こ
の
月
輪
観
法
を
逆
に
応
用
し
て
、
実
際
の
月
は

見
え
な
く
て
も
、
心
中
の
月
す
な
わ
ち
心
月
輪
を
感
知
す
れ
ば
、

現
実
の
月
を
見
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
と
歌
っ
た
。「
フ
タ

カ
ミ
ヤ
マ
」
を
奈
良
県
北
葛
城
郡
に
あ
る
二
上
山
と
み
る
人
も
い

る
が
、
こ
こ
は
固
有
の
土
地
と
結
び
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
あ

ま
り
な
い
。
峰
が
二
つ
に
別
れ
て
い
る
山
と
解
し
て
も
さ
し
つ
か

え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
固
有
名
詞
と
み
て
も
、
普
通
名

詞
と
み
て
も
、
歌
の
内
容
に
ほ
と
ん
ど
影
響
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。�

（『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
二
七
頁
）

右
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
こ
の
歌
の
上
句
は
現
実
の
月
を
、
下
句
は
心
月

輪
を
指
し
、
二
句
の
「
二
上
山
」
に
は
特
に
深
い
意
味
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詞
書
に
見
え
る
阿
字
観
の
偈
に
着

目
し
て
覚
鑁
の
教
説
を
見
て
ゆ
く
と
、
特
に
上
句
に
つ
い
て
は
、
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
解
釈
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
偈
の

全
文
は
以
下
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
　

八
葉
の
白
蓮
一
肘
の
間
に
、
阿
字
素
光
の
色
を
炳
現
す

　
　

禅
智
倶
に
金
剛
縛
に
入
れ
て
、
如
来
寂
静
智
を
召
入
す

�

（『
真
言
宗
聖
典
』
八
〇
頁
）

こ
の
偈
の
主
意
は
「
一
肘
間
、
す
な
わ
ち
胸
の
幅
の
長
さ
の
月
輪
の
中

に
置
か
れ
る
阿
字
（
梵
字
）
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
阿
字
が
光
を
放
ち



三

始
め
た
時
に
、
金
剛
縛
な
る
印
を
結
ん
で
観
想
す
る
こ
と
で
寂
静
智
―

金
剛
界
で
は
大
円
鏡
智
、平
等
性
智
、妙
観
察
智
、成
所
作
智
を
指
す
―

が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る�

（
35
）。
そ
し
て
北
尾
隆
心
氏
に
拠

る
と
、

○�

阿
字
観
の
観
想
に
は
金
剛
界
（
金
剛
頂
経
系
）
の
も
の
と
胎
蔵
（
大

日
経
系
）
の
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
真
言
行
者
は
従
来
、
そ
の

い
ず
れ
か
の
阿
字
観
を
修
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
覚
鑁
は
は
じ
め

て
両
部
の
阿
字
観
を
受
法
し
、『
阿
字
観
儀
』（
金
剛
界
）、『
阿
字
観
』

（
胎
蔵
）
な
ど
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
阿
字
観
次
第
を
著
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る�

（
36
）。
い
ま
、
そ
の
点
が
明
確
に
分
か
る
く
だ
り

を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�

行
者
阿
字
観
修
セ
ン
ト
欲
ハ
、
先
ヅ
一
肘
量
ノ
月
輪
ノ
中
ニ
、
八

葉
白
蓮
ヲ
書
キ
、
其
ノ
蓮
上
ニ
金
色
ノ
阿
字
ヲ
図
ス
ベ
シ

�

（『
阿
字
観
儀
』〔
金
剛
界
〕　

同
全
集
下
巻　

九
九
九
頁
）

　
　

�

行
者
阿
（
梵
字　

以
下
同
）
字
観
ヲ
修
セ
ン
ト
思
ハ
ヾ
、
先
ヅ
八

葉
ノ
白
蓮
ヲ
、
其
量
一
肘
ナ
ラ
ン
ヲ
図
ス
ベ
シ
。
其
ノ
蓮
華
台
ニ

月
輪
ヲ
図
ス
ベ
シ
。
月
輪
ノ
中
ニ
白
色
ノ
阿
字
ヲ
書
ク
ベ
シ

�

（『
阿
字
観
』〔
胎
蔵
〕　
『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻　

九
九
五
頁
）

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
金
胎
そ
れ
ぞ
れ
の
阿
字
観
本
尊
に
お
い
て
は
、

月
輪
と
八
葉
白
蓮
と
の
位
置
関
係
及
び
、
月
輪
上
の
阿
字
の
色
に
違
い

が
あ
る
―
二
種
類
の
月
輪
が
存
在
す
る
―
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
覚
鑁
が
そ
の
よ
う
な
両
部
の
阿
字
観
を
二
つ
な
が
ら
修
め

た
理
由
に
つ
い
て
北
尾
氏
は

　
　

�

…
、
胎
蔵
界
の
阿
字
観
が
あ
る
が
故
に
理
想
の
完
成
型
が
わ
か
る

の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
目
指
す
た
め
に
は
金
剛
界
の
阿
字

観
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
胎
蔵
界
の
阿
字

観
へ
と
到
達
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
阿
字
観
を
修
す
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

�

（『
密
教
瞑
想
入
門　

阿
字
観
の
原
典
を
読
む
』
六
六
頁
）

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
覚
鑁
は
、
別
の
阿
字
観
次
第
の
論
書
た
る
『
阿

字
観
』
の
冒
頭
で

　
　

�

夫
レ
菩
提
心
ト
申
ハ
、
即
チ
阿
字
観
也

�

（『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻　

一
〇
〇
九
頁
）

の
ご
と
く
、
阿
字
観
自
体
が
悟
り
を
求
め
る
（
＝
菩
提
心
）
た
め
の
観

法
で
あ
る
と
述
べ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
北
尾
氏
の
「
理

想
の
完
成
型
」「
そ
れ
を
目
指
す
」
を
解
す
る
と
、
胎
蔵
（
界
）
の
阿

字
観
は
「
悟
り
そ
の
も
の
」
を
、
金
剛
界
の
そ
れ
は
「
悟
り
へ
と
向
か

う
階
梯
」
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
見
て
き
た
と
こ

ろ
か
ら
、
両
部
の
阿
字
及
び
、
阿
字
を
置
く
月
輪
は
、
た
と
え
ば
両
部

曼
荼
羅
な
ど
と
同
様
に
、「
悟
り
」
の
世
界
を
二
つ
の
観
点
か
ら
表
し

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る�

（
37
）
が
、
か
か
る
見
方
を
西
行
の
「
ふ

た
か
み
や
ま
」
に
適
用
す
る
と
、
二
上
山
の
雄
岳
と
雌
岳
と
の
そ
れ
ぞ

れ
―
山
田
氏
の「
峰
が
二
つ
に
別
れ
て
い
る
山
」で
も
差
し
支
え
な
い
―

か
ら
見
え
る
、
二
つ
の
月
の
あ
り
よ
う
が
、
金
胎
両
部
の
阿
字
観
に
お

け
る
心
月
輪
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
点
を

踏
ま
え
た
一
四
一
番
歌
の
東
密
的
大
意
は



四

○�

二
上
山
の
雄
岳
、
雌
岳
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
見
る
月
の
よ
う
に
、
雲
に
覆

わ
れ
て
い
る
金
胎
両
部
の
阿
字
は
、
そ
れ
を
置
い
て
い
る
心
月
輪
が

澄
む
こ
と
で
、
は
じ
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
読
み
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
「
ふ
た
か
み
や
ま
」
が
意
味
を
持
ち
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の

歌
を
、
覚
鑁
の
伝
法
院
流
の
秘
密
事
相
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
な
す
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る�
（
38
）。

　

最
後
は
西
行
と
、
覚
鑁
及
び
兼
海
と
の
間
に
共
通
す
る
人
物
関
係
、

具
体
的
に
は
東
密
小
野
流
に
属
す
る
醍
醐
理
性
院
賢
覚
（
理
性
院
流

祖　

保
元
元
年
〔
一
一
五
六
〕
寂
）
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
示
す
例
と
し
て
は
、『
聞
書
集
』
所
収
の
西
住
と
の
贈
答
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　

�

醍
醐
に
東
安
寺
と
申
し
て
、
理
性
房
（
＝
賢
覚
）
の
法
眼

の
房
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
に
は
か
に
れ
い
な
ら
ぬ
こ

と
あ
り
て
、
大
事
な
り
け
れ
ば
、
同
行
に
侍
り
け
る
上
人

た
ち
ま
で
き
あ
ひ
た
り
け
る
に
、
ゆ
き
の
ふ
か
く
ふ
り
た

り
け
る
を
み
て
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
あ
り
て
よ
み
け
る

　
　
　

�

た
の
も
し
な
ゆ
き
を
み
る
に
ぞ
し
ら
れ
ぬ
る
つ
も
る
お
も
ひ
の

ふ
り
に
け
る
と
は�

（
二
三
三
）

　
　
　
　
　

か
へ
し�

西
住
上
人

　
　
　

�

さ
ぞ
な
君
こ
こ
ろ
の
月
を
み
が
く
に
は
か
つ
が
つ
よ
も
に
ゆ
き

ぞ
し
き
け
る�

（
二
三
四
）

宮
崎
忍
勝
氏
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
贈
答
に
拠
っ
た
上
で
西
行
を
「
醍

醐
理
性
院
の
法
流
を
受
け
」
た
「
初
期
高
野
聖
」
と
見
な
し
て
い
て�（
39
）、

ま
た
坂
口
博
規
氏
も
理
性
院
で
の
西
行
の
修
行
を
重
視
す
る
立
場
を
示

し
て
い
る�

（
40
）。
し
か
し
な
が
ら
、
西
行
が
賢
覚
の
附
法
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、そ
の
「
同
行
」
の
一
人
た
る
西
住
が
、た
と
え
ば
『
続
伝
灯
広
録
』

巻
第
七
「
醍
醐
山
法
師
西
住
の
伝
」
に

　
　

�

西
住
俗
名
は
鎌
倉
の
二
郎
源
次
兵
衛
季
正
。
勇
武
の
声
あ
り
。
人

に
知
ら
る
。
保
元
平
治
の
間
。
源
家
衰
微
し
平
氏
の
た
め
に
喪
さ

る
。
季
正
道
に
入
り
て
出
家
し
て
西
行
と
一
双
と
作
し
て
西
住
と

曰
ふ
。
い
ま
し
理
性
の
法
脈
を
得
て
。
蓮
華
蔵
観
（
＝
悟
り
の
状

態
）
に
住
す
な
り

�

（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
三　

一
五
五
頁
）

と
あ
る
ご
と
く
、
理
性
院
流
の
高
僧
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
西
行
の
名
が
見
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
―
詞
書
に

「
れ
い
な
ら
ぬ
」「
大
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
病
を
得
た
た
め
に
修
行

を
中
断
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う�

（
41
）
が
、
西
行
が
出
家
入
室
の
段

階
か
ら
理
性
院
流
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
再
度
の
受
法
も
可
能

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
―
も
出
て
く
る�

（
42
）。
そ
の
一
方
で
、
受
法
記
録

の
存
在
し
な
い
問
題
は
な
お
残
る
も
の
の
、
西
行
を
大
伝
法
院
の
僧
侶

と
し
て
見
た
の
で
あ
れ
ば
、
覚
鑁
、
兼
海
と
の
共
通
性
は
あ
る
程
度
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
鑁
は
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）、

兼
海
は
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
に
賢
覚
か
ら
理
性
院
流
を
受
法
し

て
い
る�
（
43
）
が
、『
続
伝
灯
広
録
』
巻
第
七
「
醍
醐
山
理
性
院
の
開
祖

法
眼
賢
覚
の
伝
」
に
見
え
る
両
者
へ
の
授
法
記
録
に
は
い
ず
れ
も
「
広



五

沢
」
と
あ
る
（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
三
巻　

一
五
三
～
一
五
四
頁
）

こ
と
か
ら
、
そ
の
小
野
流
の
附
法
は
、
広
沢
流
（
伝
法
院
流
）
の
行
者

に
対
す
る
も
の
と
い
う
立
場
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
覚
鑁

の
密
教
観
法
は
、
成
尊
『
阿
字
観
法
則
』（
金
剛
界
）
や
勝
覚
『
阿
字

観
次
第
』（
胎
蔵
）
な
ど
と
い
っ
た
小
野
流
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で

あ
る�

（
44
）
が
、『
続
伝
灯
広
録
』
巻
第
七
「
東
寺
三
十
六
世
の
長
者
法

務
醍
醐
山
三
宝
院
の
開
山
十
四
代
の
座
主
僧
正
勝
覚
の
伝
」
に
、
勝

覚
の
附
法
と
し
て
賢
覚
の
名
が
見
え
る
（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
三

巻　

一
四
二
頁
）
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
性
院
流
と
の
関
わ
り
は
、
お
も

に
密
教
観
法
の
受
法
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
西
行
の
理
性
院
で
の
修
行
も
、
さ
き
に
挙
げ
た
贈
答
の

う
ち
、西
住
の
返
歌
に
「
こ
こ
ろ
の
月
を
み
が
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

覚
鑁
と
同
様
に
密
教
観
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
西
行
以
降
で
も
、
た
と
え
ば
隆
海�

（
15
）

の
附
法
で
あ
っ
た
覚
尋
が
、
保
元
四
年
（
一
一
五
九
）
に
宝
心
―
高
野

山
で
理
性
院
流
（
宝
心
方
）
を
伝
え
た
賢
覚
の
瀉
瓶
―
か
ら
、
広
沢
流

の
立
場
で
理
性
院
流
の
附
法
を
受
け
て
い
た
り
、
賢
覚
の
附
法
で
あ
っ

た
賢
信
が
高
野
山
で
「
静
聖
」
と
し
て
隆
海
の
附
法
と
な
っ
て
い
た
り

す
る
な
ど
、
伝
法
院
流
と
理
性
院
流
と
の
間
に
は
交
流
の
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る�

（
45
）
が
、
西
行
に
は
こ
の
贈
答
以
外
に
理
性
院

流
か
ら
の
事
相
伝
授
に
関
す
る
資
料
が
見
出
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
西

行
は
賢
覚
か
ら
の
受
法
の
み
を
望
ん
で
い
た
―
出
家
入
室
の
師
た
る
覚

鑁�

（
28
）
と
附
法
の
師
た
る
兼
海
と
に
倣
お
う
と
し
た
か
―
と
も
見
な
し

得
る
の
で
あ
る�

（
46
）。
以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。

○�

西
行
の
理
性
院
で
の
修
行
―
病
に
よ
る
中
断
と
賢
覚
の
入
寂
と
で
果

た
し
得
な
か
っ
た
―
は
、
覚
鑁
や
兼
海
な
ど
と
同
様
に
大
伝
法
院
僧

と
し
て
、賢
覚
か
ら
の
（
密
教
観
法
も
含
め
た
）
理
性
院
流
の
受
法
―

あ
く
ま
で
も
賢
覚
か
ら
の
受
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
―
を

目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

三
、
覚
鑁
教
説
を
用
い
た
「
観
心
」
詠
解
釈
の
試
み

　

前
章
の
検
討
内
容
の
う
ち
、特
に『
聞
書
集
』一
四
一
番
歌
の
存
在
と
、

醍
醐
理
性
院
で
の
修
行
の
あ
り
よ
う
と
か
ら
、
西
行
が
兼
海
附
法
の
高

野
山
大
伝
法
院
の
高
僧
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
程
度
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、覚
鑁
の
月
輪
観
教
説
、

具
体
的
に
は
『
一
期
大
要
秘
密
集
』
を
も
っ
ぱ
ら
の
典
拠
と
し
た
「
観

心
」
詠
の
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
第
一
章
の
末
尾
で
も
言

及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
書
の
「
菩
提
心
を
発
す
用
心
」
に
お
け
る
「
三

摩
地
の
菩
提
心
」
の
項
に
、月
輪
観
に
つ
い
て
ま
と
め
た
「
観
心
の
要
」

な
る
く
だ
り
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る�

（
47
）。

　

三
―
一
、『
一
期
大
要
秘
密
集
』
と
「
観
心
」
詠
と
の
対
比

　

ま
ず
は
以
下
に
「
観
心
の
要
」
の
く
だ
り
を
挙
げ
る
。

　
　

�
心
月
の
如
き
は
義
無
量
な
り
と
雖
も
且
く
十
種
を
挙
げ
て
観
心
の

要
と
な
さ
ん
。

　
　
　

心
月
円
満
の
観
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�　

月
の
円
満
な
る
が
如
く
、
自
心
も
闕
く
る
こ
と
無
し
。
万
徳
を

具
足
し
、
種
智
を
円
満
せ
り
。
月
の
円
形
を
見
て
、
心
の
満
体
を

観
ぜ
よ
。
福
智
を
円
満
せ
る
双
円
の
性
仏
な
り
。

　
　
　

心
月
潔
白
の
観

　
　

�　

月
の
潔
白
な
る
が
如
く
自
心
も
白
法
な
り
。
永
く
黒
法
を
離
れ

て
、
常
に
白
善
を
興
す
。
月
の
白
色
を
見
て
、
心
の
白
質
を
観
ぜ

よ
。
自
性
浄
白
に
し
て
性
徳
の
本
源
な
り
。

　
　
　

心
月
清
浄
の
観

　
　

�　

月
の
清
浄
な
る
が
如
く
自
心
も
無
垢
な
り
。
自
性
清
浄
に
し
て

無
貪
無
染
な
り
。
月
の
浄
徹
を
見
て
、
心
の
浄
性
を
観
ぜ
よ
。
本

よ
り
貪
染
な
し
。
元
こ
れ
浄
仏
な
り
。

　
　
　

心
月
清
凉
の
観

　
　

�　

月
の
清
凉
な
る
が
如
く
、
自
心
も
熱
を
離
れ
た
り
。
慈
悲
の
水

を
灑
い
で
、
瞋
恚
の
火
を
消
せ
よ
。
月
の
凉
光
に
触
れ
て
、
心
の

慈
水
を
澄
せ
ば
無
量
の
恚
焔
、
一
時
に
消
滅
す
。

　
　
　

心
月
明
照
の
観

　
　

�　

月
の
明
照
な
る
が
如
く
、
自
心
も
照
朗
な
り
。
本
よ
り
無
明
を

離
れ
て
常
に
こ
れ
遮
那
な
り
。
心
月
、
臆
に
澄
む
、
五
障
何
ぞ
闇

か
ら
ん
。
円
鏡
、
意
を
瑩
い
て
、
光
明
遍
く
照
す
。

　
　
　

心
月
独
尊
の
観

　
　

�　

月
の
独
一
な
る
が
如
く
、
自
心
も
独
尊
な
り
。
諸
仏
の
尊
ぶ
と

こ
ろ
、
万
法
の
帰
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
心
殿
に
比
な
き
、
心
王
の

如
来
、
識
都
に
並
び
居
す
は
、
心
数
の
眷
属
な
り
。

　
　
　

心
月
中
道
の
観

　
　

�　

月
の
中
に
処
す
る
が
如
く
、
自
心
も
遍
を
離
れ
た
り
。
恒
に
中

道
を
極
め
て
、
永
く
辺
執
を
越
え
た
り
。
顕
教
の
辺
を
離
れ
て
、

真
言
の
中
に
住
す
。
応
仏
の
国
を
過
ぎ
て
法
身
の
宮
に
入
る
。

　
　
　

心
月
速
疾
の
観

　
　

�　

月
の
遅
か
ら
ざ
る
が
如
く
、
自
心
も
速
疾
な
り
。
秘
密
の
輪
を

転
じ
て
、
刹
那
に
断
惑
し
、
心
を
浄
土
に
懸
く
れ
ば
十
方
遠
か
ら

ず
。
神
通
の
車
に
乗
じ
て
、
須
臾
に
成
仏
す
。

　
　
　

心
月
巡
転
の
観

　
　

�　

月
の
巡
転
す
る
が
如
く
、
自
心
も
無
窮
な
り
。
心
水
に
還
り
入

つ
て
、
利
物
の
波
を
起
す
。
正
法
の
輪
を
転
じ
て
、
邪
迷
の
闇
を

破
し
、
万
徳
無
窮
に
し
て
、
二
利
断
ゆ
る
こ
と
な
し
。

　
　
　

心
月
普
賢
の
観

　
　

�　

月
の
普
く
現
ず
る
如
く
、
自
心
も
遍
く
静
な
り
。
化
縁
水
静
な

れ
ば
遍
く
万
機
に
浮
ぶ
。
一
体
を
分
た
ず
し
て
、
九
界
の
前
に
現

じ
、
多
身
を
仮
ら
ず
し
て
十
方
の
土
に
臨
む
。

�

（『
真
言
宗
聖
典
』
三
三
九
～
三
四
一
頁
）

　

次
に
こ
の
く
だ
り
と
「
観
心
」
詠
と
の
対
比
を
試
み
る
と
、
上
句
に

つ
い
て
は
初
句
「
や
み
は
れ
て
」
が
「
心
月
明
照
の
観
」
の
「
無
明
を

離
れ
て
」
に
、
二
、
三
句
の
「
こ
こ
ろ
の
空
に
す
む
月
」
が
「
心
月
円

満
の
観
」「
心
月
潔
白
の
観
」「
心
月
清
浄
の
観
」
で
観
ず
る
「
満
月
の

ご
と
き
清
浄
無
垢
な
自
心
」に
対
応
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
観
」
は
、「
悟
り
」
に
直
結
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。



七

そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

壱
、�「
心
月
清
浄
の
観
」
に
見
え
る
「
自
性
清
浄
」
は
『
大
日
経
疏
』

の
「
自
性
清
浄
心
」、
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
も
せ
ず
、
滅
び
も
し

な
い
根
本
的
な
存
在
た
る
「
阿
字
本
不
生
」
を
意
味
す
る�

（
48
）。

そ
の
「
阿
字
本
不
生
」
に
関
し
て
空
海
『
吽
字
義
』
は
「
若
し
本

不
生
際
を
見
る
も
の
は
是
れ
実
の
如
く
自
心
を
知
る
」（『
真
言
宗

聖
典
』
二
六
頁
）
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
〔
心
月
輪
が

澄
む
＝
如
実
知
自
心�（
４
）
＝
悟
り
を
得
る
〕
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
心
月
独
尊
の
観
」
で
は
心
月
輪
を
「
諸
仏
の

尊
ぶ
と
こ
ろ
、万
法
の
帰
す
る
と
こ
ろ
」
と
も
述
べ
る
の
で
あ
る
。

弐
、�「
心
月
明
照
の
観
」
の
「
無
明
を
離
れ
て
」
の
後
に
は
「
遮
那
」

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
毘
盧
遮
那
」、
す
な
わ
ち
大
日
如
来
（
＝

悟
り
）
を
意
味
す
る�

（
49
）。

ま
た
下
句
に
つ
い
て
は
、「
心
月
速
疾
の
観
」
の
「
心
を
浄
土
に
懸
く

れ
ば
十
方
遠
か
ら
ず
」
に
お
け
る
「
浄
土
」
が
「
に
し
の
山
辺
」
に
、「
遠

か
ら
ず
」
が
「
ち
か
く
成
る
」
に
直
接
対
応
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後

に
「
神
通
の
車
に
乗
じ
て
、
須
臾
に
成
仏
す
」
が
続
く
こ
と
や
、「
心

月
中
道
の
観
」
に
「
応
仏
の
国
（
顕
教
）
を
過
ぎ
て
法
身
の
宮
（
密
教
）

に
入
る
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
全
体
と
し
て
は

○�

顕
教
の
仏
た
る
阿
弥
陀
如
来
を
経
由
し
た
上
で
、
東
密
の
即
身
成
仏

が
可
能
に
な
る
。

と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る�

（
50
）。
そ
し
て
か
よ
う
な
、「
即
身
成
仏
に

阿
弥
陀
如
来
を
介
す
る
」
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、覚
鑁
は
同
書
の
「
極

楽
を
観
念
す
る
用
心
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

師
子
三
蔵
の
意
に
云
は
く
、「
顕
教
に
云
ふ
極
楽
は
、
こ
れ
西
方

十
万
億
土
を
過
ぎ
て
仏
土
あ
る
な
り
。
仏
は
こ
れ
弥
陀
、
宝
蔵
比

丘
の
証
果
な
り
。
密
行
に
云
ふ
十
方
極
楽
は
皆
こ
れ
一
仏
の
土
、

一
切
如
来
は
皆
こ
れ
一
仏
の
身
な
り
。
娑
婆
に
殊
ん
じ
て
は
更
に

極
楽
を
観
ず
る
こ
と
な
し
、何
ぞ
必
ず
し
も
十
万
億
土
を
隔
て
ん
。

大
日
を
離
れ
て
別
に
弥
陀
あ
ら
ず
、
又
何
ぞ
宝
蔵
唱
覚
の
弥
陀
な

ら
ん
や
。
密
厳
浄
土
は
大
日
の
宮
位
、
極
楽
世
界
は
弥
陀
の
心
地

な
り
。
弥
陀
は
大
日
の
智
用
、
大
日
は
弥
陀
の
理
体
な
り
。
密
厳

と
は
、
極
楽
の
総
体
、
極
楽
と
は
密
厳
の
別
徳
な
り
。
最
上
の
妙

楽
、
密
厳
に
之
を
集
む
。
極
楽
の
称
、
弥
陀
の
号
こ
れ
よ
り
起
る
。

然
る
に
彼
極
楽
は
何
れ
の
処
ぞ
、
十
方
に
遍
ぜ
り
、
観
念
坐
禅
の

房
豈
に
異
処
に
あ
ら
ん
や
。」
此
の
如
く
観
ず
る
時
、
娑
婆
を
起

た
ず
し
て
忽
に
極
楽
に
生
じ
、
我
が
身
弥
陀
に
入
り
、
弥
陀
を
替

へ
ず
し
て
大
日
と
な
る
。
吾
が
身
、
大
日
よ
り
出
づ
。
此
れ
即
ち

即
身
成
仏
の
妙
観
な
り�

（
三
四
五
～
三
四
六
頁
）

こ
の
記
述
の
要
点
を
ま
と
め
る
と

甲
、�

顕
教
の
「
極
楽
」
と
は
「
阿
弥
陀
如
来
の
西
方
浄
土
」
を
、
密
教

の
「
十
方
極
楽
」
と
は
「
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
」
を
意
味
す
る
。

乙
、�
顕
教
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
密
教
の
大
日
如
来
か
ら
生
じ
た
存
在
で

あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に「
極
楽
」も
、顕
教
の
述
べ
る
よ
う
な「
十
万
億

土
」
を
隔
て
た
も
の
で
は
な
い
。

丙
、�「
極
楽
は
十
方
に
遍
在
す
る
（
＝
密
厳
浄
土
）」
と
観
ず
る
こ
と
で
、



八

生
き
な
が
ら
に
し
て
「
極
楽
」
に
往
生
し
、
さ
ら
に
は
成
仏
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
「
妙
観
（
察
智
）」
を

経
由
し
た
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
も
で
き
る�

（
51
）。

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
就
中
丙
に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、

○
月
輪
観
に
依
る
即
身
成
仏
に
は
、
つ
ね
に
阿
弥
陀
如
来
が
関
わ
る
。

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
月
輪
観
に
お
け
る
観

想
の
対
象
は
必
ず
し
も
阿
弥
陀
如
来
に
限
ら
な
い�

（
52
）
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
覚
鑁
が
（「
秘
密
念
仏
」
と
称
せ
ら
れ
る
ま
で
に
）
阿

弥
陀
如
来
を
重
視
し
た
根
拠
は
何
か
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
の
で
あ

る
が
、
次
項
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

　

三
―
二
、
覚
鑁
の
「
秘
密
念
仏
」
説
と
密
教
観
法
と
の
関
わ
り

　

こ
こ
で
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
ご
と
き
覚
鑁
の
「
秘
密
念
仏
」
説
が
、

月
輪
観
や
阿
字
観
な
ど
の
密
教
観
法
に
も
適
用
せ
ら
れ
る
所
以
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

第
一
に
、
密
教
観
法
と
阿
弥
陀
如
来
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
阿
字
観
に
つ
い
て
述
べ
た
最
古
の
書
で
あ
る
『
阿
字
観

用
心
口
決
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

�

胸
中
に
両
部
の
曼
荼
羅
、
坐
列
し
て
、
各
、
下
転
神
変
す
。
其
の

中
に
西
方
の
無
量
寿
如
来
は
、
説
法
・
談
義
の
徳
を
宰
っ
て
、
常

恒
に
説
法
し
玉
う
。
其
の
音
、
我
が
口
よ
り
出
で
て
、
声
塵
、
解

脱
の
利
益
を
成
す
な
り

�

（『
密
教
瞑
想
入
門　

阿
字
観
の
原
典
を
読
む
』
一
二
五
頁
）

右
の
記
述
に
拠
る
と
、
密
教
観
法
を
行
う
際
に
は
つ
ね
に
無
量
寿
（
＝

阿
弥
陀
）
如
来
が
声
と
し
て
顕
れ
、「
解
脱
の
利
益
を
成
す
」
べ
く
説

法
し
て
い
る�

（
53
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
「
説
法
・
談
義

の
徳
」
は
、
空
海
『
即
身
成
仏
義
』
に

　
　

�

密
語
を
も
て
口
を
印
す
る
と
き
妙
観
察
智
を
成
じ
て
即
ち
能
く
法

輪
を
転
じ
、
仏
の
智
慧
身
を
得�

（『
真
言
宗
聖
典
』
七
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
密
教
に
お
け
る
阿
弥

陀
如
来
の
本
来
的
な
役
割
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
か
よ
う
な
役
割
を
有
す
る
阿
弥
陀
如
来
を
、
覚
鑁
が
大
日

如
来
と
同
一
で
あ
る
と
し
て
特
に
重
視
し
た
根
拠
で
あ
る
が
、
そ
の
点

を
覚
鑁
の
阿
字
観
関
連
の
論
書�

（
33
）
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
覚
鑁
が
母
親

の
臨
終
用
心
の
た
め
に
著
し
た
と
せ
ら
れ
る
『
阿
字
観
』
に
以
下
の
ご

と
き
記
述
が
見
え
る
。

　
　

�　

此
ノ
字
ニ
ウ
ル
ハ
シ
キ
観
ノ
候
也
。阿
字
ハ
是
レ
諸
字
ノ
母
也
。

能
ク
多
ク
ノ
字
ヲ
生
ズ
ト
申
シ
候
ハ
、
阿
字
ト
申
シ
候
一
字
ノ
真

言
ガ
、
一
切
ノ
陀
羅
尼
ノ
字
ヲ
ウ
ミ
出
シ
テ
候
。
故
ニ
阿
字
ハ
一

切
ノ
真
言
ノ
親
ニ
テ
候
也
。
法
即
仏
ト
申
シ
候
ハ
、
阿
字
ヨ
リ
出

生
シ
テ
候
一
切
ノ
陀
羅
尼
ヲ
申
シ
候
也
。
一
切
ノ
陀
羅
尼
ガ
一
切

ノ
仏
ヲ
生
ジ
候
也
。（
中
略
）
阿
弥
陀
ノ
宝
号
ノ
諸
法
ニ
勝
レ
テ

候
モ
、
則
チ
此
ノ
阿
字
ア
ル
故
ニ
テ
候
也
。
殊
ニ
西
方
ノ
往
生
ヲ

願
ハ
ム
ズ
ル
人
ハ
、
唯
此
ノ
観
ニ
過
タ
ル
事
ハ
有
マ
ジ
ク
候
。
此

ハ
真
言
ノ
極
タ
ル
習
ニ
テ
候

　
　
（�『
興
教
大
師
全
集
』
第
六
巻　

一
〇
〇
三
～
一
〇
〇
四
頁　

以
下

の
『
阿
字
観
儀
』
も
含
め
て
書
名
及
び
本
文
の
「
阿
」
は
梵
字



九

と
な
る
）

　
　
　
　
　

↓
大
意

　
　

�
梵
字
「
阿
」
―
胎
蔵
大
日
如
来
（
オ
ン　

ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
）
の

種
子
―
は
、
一
切
の
陀
羅
尼
、
真
言
、
諸
仏
の
親
た
る
「
阿
字
本

不
生
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
（
オ
ン　

ア
ミ
リ
タ
テ

イ
ゼ
イ
カ
ラ
ウ
ン
）の「
阿
」と
同
じ
で
も
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に「
阿

弥
陀
如
来
即
大
日
如
来
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
念

仏
（
＝
「
阿
弥
陀
ノ
宝
号
」）
が
、「
諸
法
ニ
勝
レ
」
る
結
果
と
も

な
る
。

右
の
記
述
か
ら
、
覚
鑁
が
「
阿
弥
陀
如
来
は
大
日
如
来
と
同
じ
真
言
―

梵
字
『
阿
』
―
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
他
の
如
来
（
金
剛
界
四
仏

で
は
阿
閦
、
宝
生
、
不
空
成
就
）
な
ど
よ
り
も
尊
格
が
高
い
」
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
阿
字
観
用
心
口
決
』
に
見
え
る

阿
弥
陀
如
来
の
説
法
―「
我
が
口
よ
り
出
で
」る
音
―
に
つ
い
て
は
、『
阿

字
観
儀
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

　
　

�

我
心
月
輪
ノ
阿
字
、
出
息
ト
シ
テ
外
ヘ
出
デ
テ
他
ヲ
度
シ
、
一
切

衆
生
ノ
出
息
ト
、
又
我
ガ
出
息
ト
シ
テ
自
ラ
度
シ
、
又
諸
仏
ノ
心

月
輪
ノ
阿
字
外
ニ
出
デ
テ
我
心
月
輪
ニ
住
ス
。
是
ノ
如
ク
出
息
入

息
ス
ル
コ
ト
、
無
始
ヨ
リ
今
日
ニ
至
テ
増
減
無
シ
。
尽
未
来
際
マ

デ
モ
爾
ラ
ザ
ル
ハ
無
シ
。
此
観
数
数
凝
サ
バ
、
一
切
衆
生
ノ
本
生

ノ
本
不
生
ノ
理
モ
、
諸
仏
ノ
本
不
生
ノ
性
モ
、
終
ニ
吾
心
中
ニ
収

メ
、
息
ヲ
臍
ヨ
リ
花
ノ
前
ノ
ホ
ト
リ
に
徹
シ
、
口
ヲ
少
シ
開
テ
、

出
入
ノ
息
ヲ
阿
阿
（
こ
の
「
阿
」
の
み
漢
字
表
記
）
ト
唱
念
ス
ベ

シ
。�

（
同　

一
〇
〇
〇
頁
）

こ
れ
は
、
月
輪
観
や
阿
字
観
な
ど
を
修
め
る
に
あ
た
り
、
最
初
に
必
ず

行
う「
調
息
」に
関
す
る
く
だ
り
―
今
日
で
は「
阿
息
観
」と
呼
ば
れ
る
―

と
な
る
が
、
覚
鑁
は
こ
こ
で
、
行
者
が
「
ア
ア
」
と
唱
念
す
る
ご
と
く

呼
吸
す
べ
き
旨
を
述
べ
、
か
つ
は
そ
の
「
ア
」
を
「
心
月
輪
の
阿
字
」、

す
な
わ
ち
大
日
如
来
（
＝
悟
り
）
と
も
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る�

（
49
）。

こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、「
息
の
出
入
り
で
悟
り
を
得
る
」
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
が
、
そ
の
「
ア
」
は
さ
き
に
も
見
た
よ
う
に
阿
弥
陀
如
来
の

真
言
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
調
息
」
に
お
け
る
「
ア
」
が
阿
弥
陀
如

来
の
説
法
に
対
応
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀

如
来
の
説
法
が
そ
の
ま
ま
「
悟
り
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る�

（
54
）。

　

以
上
の
二
点
か
ら
、
覚
鑁
の
「
秘
密
念
仏
」
説
と
密
教
観
法
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と

○�

密
教
観
法
に
は
つ
ね
に
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
が
伴
う
。
そ
し
て
そ
の

阿
弥
陀
如
来
は
、
大
日
如
来
と
同
じ
真
言
「
阿
」
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
に
因
る
西
方
浄
土

へ
の
往
生
が
、
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
に
お
け
る
即
身
成
仏
に
そ
の

ま
ま
連
続
す
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

三
―
三�
、
覚
鑁
教
説
に
拠
る
「
観
心
」
詠
解
釈
及
び
、
そ
の
意
義
付
け

　

如
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、「
観
心
」
詠
の
東
密
的
解
釈
を
行
う
と
、

以
下
の
ご
と
き
も
の
と
な
る
。



一
〇

　
　

�

心
の
闇
が
晴
れ
て
、
心
月
輪
が
澄
ん
で
見
え
る
。
そ
の
心
月
輪
の

あ
り
よ
う
、
す
な
わ
ち
三
摩
地
の
境
界
（
＝
悟
り
）
を
得
た
今
の

我
が
身
は
、
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
（
の
妙
観
察
智
）
を
介
し
て
悟

り
の
世
界
に
住
す
る
（
＝
即
身
成
仏
す
る
）
時
も
近
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か

そ
し
て
、右
の
よ
う
に
解
し
得
る
こ
と
か
ら
こ
の
西
行
「
観
心
」
詠
は
、

『
聞
書
集
』
一
四
一
番
歌
と
同
様
に
、
覚
鑁
の
教
説
―
月
輪
観
に
よ
る

阿
弥
陀
如
来
経
由
の
悟
り
―
を
そ
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
「
教
理
歌
」
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る�

（
55
）。
そ
こ
に
は
、
新
古
今
集
の
配
列
か
ら
考
え

ら
れ
る
「
極
楽
往
生
を
願
う
述
懐
」
と
し
て
の
性
格
は
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
「
観
心
」
詠
は
、
そ
も
そ
も
が
新
古
今
集
釈

教
部
の
巻
末
に
置
か
れ
る
よ
う
な
歌
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る

の
で
あ
る
。�

　
　

四
、
お
わ
り
に　

―
ま
と
め
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
―

　

以
上
、
西
行
「
観
心
」
詠
に
つ
い
て
、
東
密
的
観
点
か
ら
の
検
討
及

び
考
察
を
試
み
た
が
、
本
稿
で
明
き
ら
め
得
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
ま
と

め
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

Ａ
、�

今
日
の
通
行
の
解
釈
と
も
言
い
得
る
、
上
句
を
「
東
密
の
月
輪
観

に
よ
る
悟
り
」
と
し
、
下
句
を
「
死
後
の
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往

生
」
と
す
る
読
み
は
、
お
そ
ら
く
は
「
往
生
」
と
「
成
仏
」
と
を

混
同
し
た
こ
と
の
た
め
に
、「
悟
り
を
得
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

死
後
に
極
楽
で
再
度
悟
り
の
時
を
待
つ
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
教

学
的
な
矛
盾
を
生
じ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
修
正
―
東
密
の
「
即

身
成
仏
」、
あ
る
い
は
天
台
浄
土
教
の
「
極
楽
往
生
」
の
い
ず
れ

か
で
統
一
し
た
読
み
―
を
要
す
る
。

Ｂ
、�「
高
野
山
大
伝
法
院
の
真
言
行
者
た
る
西
行
」
で
あ
る
こ
と
を
示

す
伝
授
記
録
は
一
種
類
の
み
で
あ
る
が
、『
菩
提
心
論
』「
三
摩
地
」

の
ご
と
き
真
言
行
者
で
な
い
と
詠
み
得
な
い
内
容
を
詠
ん
だ
歌
が

存
在
す
る
こ
と
、西
行
の
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
天
台
浄
土
教
」

「
東
密
」「
密
教
観
法
」
と
い
う
条
件
を
、
覚
鑁
の
大
伝
法
院
が
す

べ
て
満
た
し
て
い
た
こ
と
、
覚
鑁
か
ら
始
ま
っ
た
「
金
胎
両
部
の

阿
字
観
を
二
つ
な
が
ら
修
め
る
」
旨
を
詠
ん
だ
歌
が
一
首
存
在
す

る
こ
と
、
醍
醐
理
性
院
の
賢
覚
と
の
関
わ
り
が
、
覚
鑁
や
兼
海
と

同
様
に
密
教
観
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

な
ど
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
そ
の
妥
当
性
は
あ
る
程
度
認
め
ら
れ

る
。

Ｃ
、�「
観
心
」
詠
は
、
覚
鑁
の
『
一
期
大
要
秘
密
集
』
の
「
観
心
の
要
」

に
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
場
合
の
読
み
―
東
密

的
解
釈
―
は
「
月
輪
観
に
依
っ
て
悟
り
を
得
た
こ
と
で
、
阿
弥
陀

如
来
経
由
の
即
身
成
仏
の
時
が
近
づ
く
」
と
い
う
も
の
と
な
る
。

そ
の
場
合
の
「
観
心
」
詠
の
本
質
は
、
覚
鑁
の
「
秘
密
念
仏
」
説

を
そ
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
「
教
理
歌
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

死
後
の
極
楽
往
生
と
は
特
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。

　

次
に
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
は
、
同
時
代
の
釈
教
歌
の
あ
り
よ
う



一
一

か
ら
見
て
、
本
稿
で
行
っ
た
解
釈
は
は
た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
こ

と
と
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
か
っ
た
、
新
古
今
集
の
配
列
に
認
め
ら
れ

る
ご
と
き
天
台
浄
土
教
的
な
享
受
を
ど
う
見
る
べ
き
な
の
か
―
間
中
氏

や
石
原
氏
な
ど
の
解
釈
は
妥
当
な
の
か
―
と
い
う
こ
と
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
次
稿
で
は
、
月
輪
観
を
詠
ん
だ
歌
の
実
際
、
す
な
わ
ち
、

東
密
系
の
も
の�

（
56
）
と
非
東
密
系
（
法
華
経
、
浄
土
教
関
連
）
の
も
の

と
の
あ
り
よ
う
と
、「
観
心
」
詠
以
外
の
西
行
の
月
輪
観
詠
の
詠
ま
れ

方
と
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
、「
観
心
」
詠
の
東
密
的
解
釈
の
妥
当

性
及
び
、
天
台
浄
土
教
的
享
受
の
生
じ
た
所
以
に
つ
い
て
、
考
察
を
試

み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
参
考
〕
上
篇
目
次

一�

、
は
じ
め
に　

―
通
行
の
解
釈
へ
の
疑
問
点
及
び
本
稿
の
目
指
す
と

こ
ろ
に
つ
い
て
―

二�

、「
真
言
行
者
西
行
」
の
可
能
性　

―
覚
鑁
の
高
野
山
大
伝
法
院
と

の
関
わ
り
を
中
心
に
―

　

二
―
一
、
法
流
の
伝
受
及
び
東
密
僧
と
し
て
の
活
動
の
記
録

　

二
―
二
、
詠
作
か
ら
窺
え
る
西
行
の
東
密
僧
的
要
素

　
　

註

（
28
）�『
密
教
大
辞
典
』「
密
教
年
表
」
二
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
註
15

で
採
り
上
げ
た
波
多
野
氏
の
論
文
は
「
徳
大
寺
家
の
血
縁
で
あ

る
待
賢
門
院
が
覚
鑁
の
後
盾
で
あ
っ
た
事
は
、
源
為
義
が
覚
鑁

に
宛
て
た
書
状
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」（
一
一
四
頁
）
と
、
待

賢
門
院
を
介
し
た
つ
な
が
り
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
。
な
お

苫
米
地
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
は
西
行
の
出
家
入
室
の
師
に

つ
い
て
、
覚
鑁
、
禎
喜
（
三
十
九
代
東
寺
長
者
）、
世
豪
（
仁

和
寺
心
蓮
院
開
祖
で
禎
喜
の
師
）
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る

（
二
七
八
～
二
七
九
頁
）
が
、
最
新
の
論
考
（「
西
行
・
隆
聖
父

子
と
大
伝
法
院
」〔『
西
行
学
』
第
八
号
〕）
で
は
「
西
行
息
の
隆

聖
が
大
伝
法
院
の
中
核
僧
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
出

家
修
行
が
高
野
山
上
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
兼
海
か
ら
灌
頂
受
法
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

や
は
り
覚
鑁
に
つ
い
て
出
家
し
た
も
の
と
考
え
た
い
」（
一
三
頁
）

の
よ
う
に
「
覚
鑁
入
室
」
説
を
強
調
し
て
い
る
。

（
29
）�『
聞
書
集
』
の
例
で
言
え
ば
、
法
華
経
二
十
八
品
歌
た
る
一
～

三
〇
、
阿
弥
陀
経
及
び
念
仏
信
仰
を
詠
ん
だ
三
四
～
三
九
、「
十

楽
」
を
詠
ん
だ
同
集
一
四
四
～
一
五
五
、
地
獄
絵
を
詠
ん
だ
同

集
一
九
八
～
二
二
四
番
歌
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
30
）�『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
冒
頭
に

�

　

�

顕
教
に
は
釈
尊
の
外
に
弥
陀
あ
り
。
密
蔵
に
は
大
日
即
ち
弥

陀
、
極
楽
の
教
主
な
り
。
当
に
知
る
べ
し
。
十
方
浄
土
は
皆

こ
れ
一
仏
の
化
土
、
一
切
如
来
は
悉
く
こ
れ
大
日
な
り
。
毘

盧
弥
陀
は
同
体
の
異
名
、
極
楽
密
厳
は
名
異
に
し
て
一
処
な

り�

（『
真
言
宗
聖
典
』
二
六
三
頁
）

�
�

と
あ
る
こ
と
に
拠
っ
た（「
毘
盧
」は「
毘
盧
遮
那〔
＝
大
日
如
来
〕」



一
二

で
あ
る
）。
な
お
『
密
教
辞
典
』「
秘
密
念
仏
」
の
項
（
五
八
三
頁
）

も
参
照
。

（
31
）�『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
で
言
え
ば
、「
択
法
権
実
同
趣
門
」「
上

品
上
生
現
証
門
」
の
記
述
（
二
六
四
～
二
六
七
、二
九
五
～

二
九
六
頁
）
が
該
当
す
る
。
な
お
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
覚
鑁
が

顕
教
及
び
顕
教
の
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
、
密
教
に
劣
る
も
の
と

見
な
し
て
否
定
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
宮
坂
宥
勝
氏
の
「
興
教
大
師
覚
鑁
の
浄
土
思
想
」

（『
現
代
密
教
』第
２
号
）三
七
～
三
九
頁
に
詳
述
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
32
）�

覚
鑁
は
高
野
山
の
主
流
派
た
る
中
院
流
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

自
ら
の
勢
力
を
拡
大
す
べ
く
「
秘
密
念
仏
」
説
―
弘
法
大
師

入
定
信
仰
及
び
、
高
野
浄
土
信
仰
を
含
む
―
で
浄
土
信
仰
層

を
取
り
込
も
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ

い
て
は
白
井
優
子
氏
の
『
院
政
期
高
野
山
と
空
海
入
定
伝
説
』

一
四
一
～
二
四
五
頁
に
詳
述
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）�

阿
字
観
を
中
心
と
し
た
覚
鑁
の
密
教
観
法
関
連
の
著
作
に
つ
い

て
は
北
尾
隆
心
氏
の
『
密
教
瞑
想
の
研
究　

興
教
大
師
覚
鑁
の

阿
字
観
』
二
九
～
三
四
頁
に
整
理
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
34
）�『
山
田
昭
全
著
作
集
第
４
巻
』
所
収
の
講
演
記
録
「
西
行
と
自
然
」

（
三
七
一
～
三
七
二
頁
）
に
見
え
る
解
釈
も
、
基
本
的
に
同
様
で

あ
る
。

（
35
）�

生
井
氏
前
掲
書　

一
六
三
～
一
六
四
頁
及
び『
密
教
大
辞
典
』「
寂

静
法
性
」
の
項
（
一
〇
四
九
頁
）
を
参
照
。

（
36
）�『
密
教
瞑
想
の
研
究
』三
五
～
四
三
頁
に
拠
っ
て
私
に
ま
と
め
た
。

（
37
）�『
密
教
大
辞
典
』「
両
部
曼
荼
羅
」
の
項
（
二
二
八
五
頁
）
に
「
胎

蔵
は
本
有
因
曼
荼
羅
、
金
界
は
修
生
果
曼
荼
羅
と
分
つ
」
と
あ

る
の
に
拠
っ
た
。
な
お
同
大
辞
典「
二
而
不
二
」の
項（
一
七
三
二

頁
）
も
参
照
。

（
38
）�「
八
葉
白
蓮
一
肘
間
」
の
偈
に
お
け
る
「
金
剛
縛
」
の
印
信
に
つ

い
て
、中
性
院
流
相
承
の
秘
伝
た
る
『
菩
提
心
論
灌
頂
印
信
』
は
、

胎
蔵
を
「
外
縛
」
と
し
、
金
剛
界
を
「
内
縛
」
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
金
胎
両
部
の
阿
字
観
を
伝
え
て
い
る
と
知
ら
れ
る
が
、

中
性
院
流
は
覚
鑁
直
系
の
頼
瑜
（
→
註
16
）
以
来
の
法
流
で
も

あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
西
行
が
両
部
の
阿
字
観
を
修
め
て
い
た

可
能
性
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。な
お
北
尾
氏『
密
教
瞑
想
入
門
』

五
四
～
五
六
頁
も
参
照
。

（
39
）�『
現
代
密
教
講
座
』
第
七
巻
〈
文
化
編
〉
七
二
頁
。
な
お
こ
の
（
西

行
＝
高
野
聖
）
説
に
つ
い
て
は
苫
米
地
氏
「
西
行
と
大
伝
法
院
・

仁
和
寺
」
二
七
〇
～
二
七
一
頁
に
批
判
的
見
解
―
五
来
重
氏
以

来
の
こ
の
説
は
、
近
世
以
降
の
「
聖
」
の
概
念
を
院
政
鎌
倉
時

代
に
当
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
―
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
40
）�「
西
行
と
月
輪
観　

―
大
峰
修
行
の
時
期
を
求
め
て
―
」（『
駒
澤

國
文
』
第
十
七
号
）
一
六
八
～
一
七
一
頁
。

（
41
）�『
密
教
辞
典
』「
加
行
」
の
項
（
一
五
八
～
一
五
九
頁
）
に
拠
る
と
、

密
教
行
者
の
伝
受
の
た
め
の
修
法
は
「
途
中
一
座
で
も
休
む
こ



一
三

と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
複
数

の
次
第
―
伝
法
灌
頂
の
た
め
の「
十
八
道
加
行
」「
金
剛
界
法
」「
胎

蔵
法
」
な
ど
―
を
連
続
し
て
修
め
る
場
合
は
、
次
の
次
第
に
進

む
前
の
療
養
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
醍
醐
三
宝
院
の
『
十
八

道
加
行
作
法
』〔『
真
言
宗
全
書
』第
二
十
三
巻　

七
一
～
七
四
頁
〕

な
ど
）
こ
と
か
ら
、
西
行
の
場
合
は
特
定
の
次
第
（
お
そ
ら
く

は
密
教
観
法
）
を
修
め
て
い
る
途
中
で
病
を
得
た
可
能
性
が
高

い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
42
）�

出
家
入
室
の
段
階
か
ら
理
性
院
流
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

賢
覚
の
入
寂
ま
で
は
十
六
年
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
後
述

す
る
宝
心
（
承
安
四
年
〔
一
一
七
四
〕
寂　

高
野
籠
居
は
保
元

年
間
以
降
か
）
の
存
在
な
ど
か
ら
、
京
で
あ
れ
高
野
山
で
あ
れ
、

賢
覚
の
法
流
を
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
と
に
因
る
。

（
43
）�『
血
脈
類
集
記
』
第
四
「
大
法
師
賢
覚
」（『
真
言
宗
全
書
』
第

三
十
九
巻　

九
七
頁
）
の
項
を
参
照
。
な
お
賢
覚
の
寂
年
に
つ

い
て
も
こ
の
記
述
に
拠
っ
た
。

（
44
）�

北
尾
氏
『
密
教
瞑
想
の
研
究
』
二
九
～
四
九
頁
を
参
照
。
こ
の

書
で
北
尾
氏
は
覚
鑁
の
密
教
観
法
受
法
の
師
に
つ
い
て
、
賢
覚

以
外
に
定
海
（
醍
醐
三
宝
院
流
祖　

勝
覚
の
附
法
）
の
名
を
挙

げ
て
も
い
る
。

（
45
）�

宝
心
と
覚
尋
と
に
つ
い
て
は『
血
脈
類
集
記
』第
五「
大
法
師
宝
心
」

（『
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
九
巻　

一
三
六
頁
）、
賢
信
に
つ
い
て

は
『
伝
灯
広
録
』
巻
第
七
「
伝
法
院
の
七
世
の
座
主
釈
迦
院
の

法
印
隆
海
の
伝
」（『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
三
巻　

五
九
頁
）

を
参
照
。
な
お
覚
尋
の
受
法
を
「
広
沢
流
の
立
場
」
と
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
苫
米
地
氏
の
「
隆
海
一
門
（
家
隆
流
）
と
高
野

山
大
伝
法
院
」（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
三
十
八
号
）

七
～
九
頁
に
拠
っ
た
。

（
46
）�

苫
米
地
氏
は
こ
の
『
聞
書
集
』
の
詞
書
に
つ
い
て
、「
広
沢
方
大

伝
法
院
流
を
兼
海
か
ら
受
法
し
た
後
、
醍
醐
方
理
性
院
流
を
賢

覚
に
受
法
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
果
た
せ
ず

に
賢
覚
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
再
度
の
受
法
が
で
き
な
か
っ
た

も
の
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
も
い
る
（「
西
行
・
隆
聖
父
子
と
大

伝
法
院
」
八
～
九
頁
）。
こ
の
記
述
と
、
註
15
に
挙
げ
た
兼
海
か

ら
西
行
へ
の
伝
法
院
流
の
附
法
時
期
に
関
す
る
氏
の
推
定
と
を

合
わ
せ
る
と
、
西
行
の
理
性
院
で
の
修
行
時
期
は
「
久
安
五
年

か
ら
保
元
元
年
ま
で
の
六
年
間
の
う
ち
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
47
）�

こ
の
書
と
「
観
心
」
詠
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
萩
原
昌
好
氏

も
「
高
野
期
の
西
行　

―
高
野
入
山
と
そ
の
密
教
的
側
面
」（『
峯

村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集　

和
歌
と
中
世
文
学
』
所
収
）
で

言
及
し
て
い
る（
一
六
〇
頁
）。
た
だ
し
氏
は
同
論
文
で
西
行
を
、

「
融
通
念
仏
僧
と
し
て
の
基
本
的
性
格
は
生
涯
変
わ
ら
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
」（
一
六
三
頁
）
と
評
し
、
ま
た
「
西
行
と
伊

勢
信
仰
に
つ
い
て
の
試
論
」（『
和
歌
文
学
の
世
界　

第
14
集　

論

集　

西
行
』
所
収
）
で
は
「
観
心
」
詠
の
「
西
の
山
辺
」
を
「
西



一
四

方
極
楽
浄
土
」（
二
七
九
頁
）
と
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
月
輪
観
な
ど
に
代
表
せ
ら
れ
る
「
覚
鑁
流
の
密
教
」
を
「
高

野
山
の
正
統
な
流
れ
と
は
解
し
難
い
」（
同　

二
七
八
頁
）
と
し

た
―
「
秘
密
念
仏
」
説
を
よ
り
浄
土
教
的
な
も
の
と
解
し
た
、

あ
る
い
は
覚
鑁
を
浄
土
教
側
の
僧
侶
と
見
な
し
た
―
こ
と
に
因

る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
48
）�『
大
日
経
疏
』
巻
第
一
の
「
本
不
生
際
と
は
即
ち
こ
れ
自
性
清
浄

心
な
り
。
自
性
清
浄
心
と
い
ふ
は
即
ち
こ
れ
阿
字
門
な
り
」（『
真

言
宗
聖
典
』
一
七
五
頁
）
及
び
高
神
氏
『
密
教
概
論
』
一
〇
九

頁
を
参
照
。
ま
た『
密
教
大
辞
典
』「
自
性
清
浄
心
」の
項（
九
四
九

頁
）
で
は
そ
れ
を
「
衆
生
本
有
の
浄
菩
提
心
本
覚
の
智
体
」（『
密

教
大
辞
典
』
九
四
九
頁
）、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
間
が
本
来

有
し
て
い
る
悟
り
の
形
と
も
し
て
い
る
。

（
49
）�

後
述
す
る
覚
鑁
の
（
阿
弥
陀
如
来
＝
大
日
如
来
）
説
で
も
採
り

上
げ
る
が
、胎
蔵
大
日
如
来
の
種
子
（
種
字
）
は
「
阿
」
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
（
大
日
如
来
＝
本
不
生
の
阿
字
＝
悟
り
）
と
も
な
る
。

（
50
）�「
心
月
普
賢
の
観
」
の
「
多
身
を
仮
ら
ず
し
て
十
方
の
土
に
臨
む
」

も
同
様
に
解
し
得
る
。
な
お
「
応
仏
」「
法
身
」
の
解
釈
は
空
海

『
弁
顕
密
二
教
論
』（『
真
言
宗
聖
典
』
四
一
～
四
三
頁
の
訓
読
文
）

に
拠
っ
た
。
ま
た「
心
月
清
涼
の
観
」「
心
月
巡
転
の
観
」は
、「
観

心
」詠
と
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
が
、密
教
の
場
合
、『
大
日
経
』

の「
方
便
究
竟
」（『
密
教
経
典
』三
〇
～
三
二
頁
な
ど
）の
ご
と
く
、

悟
り
を
得
た
後
は
方
便
を
駆
使
し
て
衆
生
を
救
う
こ
と
に
な
る

の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、「
慈
悲
の
水
」
や
「
利
物
の
波
」
な
ど

と
い
っ
た
表
現
に
「
観
心
」
詠
と
の
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。

（
51
）�「
観
心
の
要
」
の
記
述
に
続
け
て
覚
鑁
は

�

　

�

浅
観
小
行
の
人
は
、
こ
の
身
を
捨
て
ず
し
て
転
じ
て
極
楽
の

上
品
上
生
を
得
。
深
修
大
勤
の
類
は
彼
心
を
改
め
ず
し
て
変

じ
て
密
言
の
大
明
大
日
と
な
る
。�

（
三
四
三
頁
）

�
�

と
も
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、「
浅
観
小
行
の
人
」
の
場
合
は

「
一
度
生
き
た
ま
ま
で
西
方
浄
土
へ
往
生
―
現
身
往
生
―
し
た
上

で
、
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
へ
即
身
成
仏
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
「
深
修
大
勤
の
類
」
の
場
合
は
、「
往
生
を
経
ず
に
即
身

成
仏
す
る
」
こ
と
に
な
る
が
、「
極
楽
を
観
念
す
る
用
心
」
を
見

て
も
分
か
る
よ
う
に
、い
ず
れ
の
場
合
も
「
月
輪
観
で
心
が
澄
む
」

こ
と
が
「
阿
弥
陀
如
来
経
由
の
即
身
成
仏
」
に
つ
な
が
る
と
い

う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。
な
お
北
尾
氏
の
「
興
教
大
師
に
お
け

る
往
生
に
つ
い
て　

―
『
五
輪
九
字
妙
秘
密
釈
』
と
『
一
期
大

要
秘
密
集
』と
の
相
違
を
中
心
と
し
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

四
〇
―
二
）
も
参
照
。

（
52
）�

金
剛
界
曼
荼
羅
の
「
成
身
会
」
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
密

教
で
は
阿
閦
、
宝
生
、
無
量
寿
、
不
空
成
就
の
四
仏
は
い
ず
れ

も
大
日
如
来
か
ら
分
化
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て『
菩

提
心
論
』「
三
摩
地
」
の
「
五
智
」
記
述
で
言
え
ば
、
阿
閦
如
来

の
大
円
鏡
智
、
宝
生
如
来
の
平
等
性
智
、
不
空
成
就
（
＝
釈
迦
）



一
五

如
来
の
成
所
作
智
も
月
輪
観
に
お
け
る
観
想
対
象
と
な
る
の
で

あ
っ
て
（『
真
言
宗
聖
典
』
七
九
頁　

第
一
章
の
「
五
転
」
も
参

照
）、
必
ず
し
も
阿
弥
陀
如
来
（
＝
無
量
寿
如
来
）
の
み
を
重
ん

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
53
）�

十
一
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
成
尊『
観
心
月
輪
記
』

も
、
阿
字
観
と
月
輪
観
と
の
功
能
と
し
て
、
方
便
と
し
て
の
「
阿

弥
陀
浄
土
へ
の
往
生
」
―
内
容
的
に
は
覚
鑁
の
「
現
身
往
生
」

に
近
い
―
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
苫
米
地
氏

が
「
成
尊
作
『
観
心
月
輪
記
』
に
つ
い
て　

―
紹
介
・
翻
刻
と

作
者
成
尊
」（『
現
代
密
教
』
第
一
四
号
所
収
）
五
二
～
五
四
頁

で
詳
述
し
て
い
る
。

（
54
）�

調
息
に
お
け
る
「
ア
」
が
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
に
対
応
す
る
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
北
尾
氏
『
密
教
瞑
想
入
門
』
七
六
～

七
七
頁
を
参
照
。

（
55
）�「
教
理
歌
」
の
名
称
は
『
和
歌
大
辞
典
』「
釈
教
歌
」
の
項
（
四
六
〇

頁
）
に
拠
っ
た
。

（
56
）�

東
密
の
月
輪
観
を
詠
ん
だ
歌
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
勅

撰
集
及
び
新
葉
集
釈
教
部
に
お
け
る
真
言
密
教
関
連
詠
の
一
覧
」

（『
大
阪
産
業
大
学
論
集　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
二
六
号
所
収
）

五
～
一
一
頁
も
参
照
。

※
資
料
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
一
部
表
記
を
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。

【
附
】�

本
稿
は
上
下
篇
と
も
に
、
平
成
二
十
九
年
一
月
七
日
に
青
山
学

院
大
学
に
お
い
て
開
催
せ
ら
れ
た
、
和
歌
文
学
会
東
京
例
会
で

行
っ
た
同
タ
イ
ト
ル
の
口
頭
発
表
の
内
容
の
う
ち
、
お
も
に
前

半
部
分
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
る
。
発
表
の
後
半
で
行
っ
た
月

輪
観
詠
の
実
際
の
検
討
に
つ
い
て
は
「
お
わ
り
に
」
に
記
し
た

通
り
次
稿
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
末
筆
な
が
ら
、
席
上
御

教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。


