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本
日
は
、
源
信
の
念
仏
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
教
義
お
よ
び
実
践
に
お
け
る
「
声
の
技
」
の
意
義
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干

の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
源
信
の
念
仏
に
つ
い
て
は
、拙
著
『
仏
教
の
声
の
技

−

悟
り
の
身
体
性
』
中
で
取
り
上
げ
て
お
り
、

今
日
の
話
は
、
そ
こ
で
論
じ
た
内
容
の
要
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
拙
著
は
、
聲
明
、
称
名
、
真
言
念
誦
な
ど
、
仏
教
儀
礼
で
用

い
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
声
の
技
」
を
、
宗
派
や
教
義
の
違
い
を
超
え
て
横
断
的
に
見
る
こ
と
か
ら
、
人
間
の
生
の
土
台
で
あ
る
身
体

を
日
本
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
来
た
の
か
考
え
て
み
る
、
ま
た
そ
こ
か
ら
仏
教
の
日
本
的
展
開
を
捉
え
直
し
て
み
る
、
と
い
う
ね

ら
い
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
の
で
、
源
信
の
念
仏
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、

教
学
研
究
と
、実
践
の
具
体
的
在
り
方
と
そ
れ
が
現
実
に
ど
う
働
き
か
け
た
の
か
を
追
う
い
わ
ゆ
る perform

ative 

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ

ブ
な
研
究
と
の
両
方
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
く
い
え
ば
学
際
的
、
悪
く
言
え
ば
中
途
半
端
。
そ
の
よ
う
な
限
界
を
前
提
に
し
て
の

話
題
提
供
と
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
源
信
が
人
間
の
身
体
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
入
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
声
は
身
体
か
ら
発
せ
ら
れ
ま

す
の
で
、
源
信
の
念
仏
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
き
に
も
、
源
信
が
人
間
の
体
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
大
切

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
源
信
の
主
著
で
あ
る
『
往
生
要
集
』
の
中
で
、
声
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い

き
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
源
信
の
立
場
が
一
番
鮮
明
に
な
る
の
が
「
臨
終
行
儀
」
の
部
分
で
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
始
め
ま
す
。
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さ
ら
に
臨
終
と
い
う
特
殊
な
場
を
超
え
て
、『
往
生
要
集
』
全
体
で
声
が
、
あ
る
い
は
「
聞
名
」
と
か
「
称
名
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
源
信
の
中
で
、
声
に
対
す
る
考
え
方
は
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
源
信
最
後
の

理
論
的
著
作
で
あ
る
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
お
け
る
念
仏
論
を
と
り
あ
げ
、
彼
が
最
終
的
に
行
き
着
い
た
念
仏
論
、
声
観
を
捉
え
ま
す
。

源
信
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
非
常
に
優
れ
た
学
僧
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
践
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
実
践
活
動
と
源
信
の
念
仏

論
の
深
ま
り
が
ど
う
絡
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
四
番
目
に
考
え
て
み
ま
す
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
源
信
の
救
済
論
に
お
い
て
、

人
間
の
生
と
切
り
離
し
得
な
い
身
体
性
、
と
り
わ
け
、
声
を
発
す
る
、
声
を
聴
く
、
と
い
う
基
本
的
な
身
体
能
力
が
、
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

源
信
の
身
体
観

源
信
の
身
体
観
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
即
身
成
仏
に
関
す
る
彼
の
解
釈
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
て
み
ま
す
。

即
身
成
仏
論
と
い
う
と
真
言
宗
の
教
論
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
天
台
教
学
に
お
い
て
も
そ
れ
は
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
し

た
。
最
澄
最
後
の
論
考
で
あ
る
『
法
華
秀
句
』
に
「
即
身
成
仏
化
道
勝
」
と
い
わ
れ
る
章
が
あ
り
ま
す
。
最
澄
は
、法
相
宗
の
徳
一
と
『
法

華
経
』
の
教
え
の
優
位
性
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
に
論
争
を
し
て
い
ま
し
た
が
、『
法
華
秀
句
』
に
お
い
て
、
法
華
の
教
え
は
即
身
に
成
仏

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、三
劫
成
仏
の
教
え
を
立
て
る
法
相
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
し
ま
す
。
最
澄
が
論
拠
に
す
る
の
は
、

『
法
華
経
』
の
提
婆
達
多
品
に
説
か
れ
る
龍
女
成
仏
譚
で
す
。
八
歳
の
龍
女
が
釈
迦
の
弟
子
達
の
目
前
で
変
成
男
子
の
上
、
た
ち
ま
ち

に
成
仏
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
龍
と
い
う
畜
生
の
身
で
あ
っ
て
、
女
身
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
行
も
何
も
積
ん
で
い
な
い
年
少
の
者

で
あ
っ
て
も
、『
法
華
経
』
の
力
に
よ
っ
て
即
身
に
成
仏
し
た
、
だ
か
ら
『
法
華
経
』
は
も
っ
と
も
優
れ
た
教
え
を
説
く
も
の
だ
、
と

い
う
わ
け
で
す
。
最
澄
の
論
に
は
粗
さ
が
あ
り
ま
し
た
。「
即
身
成
仏
」
の
「
即
」
は
速
さ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
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生
身
の
ま
ま
で
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
変
成
男
子
の
上
で
と
い
う
こ
と
は
、
男
性
に
な
ら
な
け
れ
ば
女
性
は
救
わ

れ
な
い
の
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
弟
子
た
ち
に
残
さ
れ
ま
す
。
弟
子
達
は
、
師
の
提
示
し
た
「
即
身
成
仏
論
」
の
解
釈
に
取
り

組
み
ま
す
が
、
そ
の
取
り
組
み
は
、
天
台
教
義
に
お
け
る
身
体
観
の
展
開
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
、
憐
昭
、
安
然
、
千
観
、

源
信
に
よ
る
『
即
身
成
仏
義
私
記
』（
憐
昭
の
私
記
は
『
天
台
法
華
宗
即
身
成
仏
義
』
と
題
さ
れ
る
）
を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

四
者
の
論
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ひ
と
つ
は
憐
昭
と
安
然
の
組
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
千
観
、
源
信
の
組

で
す
。
憐
昭
、
安
然
の
方
は
密
教
の
教
理
を
入
れ
て
論
を
た
て
て
い
る
。
対
し
て
千
観
、
源
信
の
方
は
法
華
円
教
に
基
づ
い
て
論
を
展

開
し
て
お
り
、立
脚
点
が
違
っ
て
い
ま
す
。
従
来
、独
創
的
な
解
釈
だ
と
着
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、密
教
を
援
用
し
た
安
然
ら
の
論
で
す
。

一
方
、
千
観
、
源
信
の
方
は
、
伝
統
的
な
法
華
円
教
の
立
場
を
出
な
い
、
と
評
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
身
体
性
」
へ
の
評
価

と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
千
観
、
源
信
の
方
、
と
く
に
源
信
の
論
は
ず
っ
と
斬
新
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は

考
え
ま
す
。

天
台
に
お
け
る
身
体
観
を
考
え
る
と
き
に
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
の
が
、
成
仏
階
梯
の
理
論
で
す
。
最
終
的
な
悟
り
の
境
地
に
至

る
ま
で
五
十
七
の
位
を
設
定
し
て
あ
り
ま
す
。「
凡
」
か
ら
「
聖
」
の
位
に
変
わ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
転
換
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を

超
え
る
と
初
住
と
い
う
位
に
な
り
ま
す
が
、
悟
り
を
目
指
す
修
行
者
の
性
質
が
決
定
的
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
修
行
者
は
そ
れ

ま
で
持
っ
て
い
た
生
身
の
体
を
捨
て
る
、
と
い
う
の
が
中
国
天
台
の
考
え
方
で
し
た
。
こ
の
「
五
十
七
位
」
と
い
う
考
え
方
と
、
天
台

智
顗
が
整
え
た
「
六
即
」
と
い
う
成
仏
階
梯
論
、
ま
た
成
仏
階
梯
を
空
間
的
に
と
ら
え
た
「
四
土
」
と
い
う
論
な
ど
も
相
互
に
関
係
し

て
い
ま
す
。「
四
土
」
の
最
上
は
、
悟
り
を
得
た
者
が
住
む
「
常
寂
光
土
」
で
す
。
後
で
「
凡
聖
同
居
土
」
と
い
う
用
語
が
出
て
き
ま

す
が
、
こ
れ
は
「
四
土
」
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
も
聖
の
位
を
獲
得
し
て
い
る
存
在
も
と
も
に
住
ま
っ
て
い
る
国
土
で
す
。

さ
て
、
初
住
に
入
る
と
き
に
生
身
の
体
を
捨
て
る
と
い
う
の
が
中
国
天
台
の
考
え
方
で
し
た
が
、
日
本
天
台
の
僧
た
ち
に
と
っ
て
、

こ
こ
が
難
問
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
中
国
天
台
の
論
に
従
え
ば
、
生
身
の
ま
ま
で
成
仏
す
る
「
即
身
成
仏
」
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
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か
ら
で
す
。「
即
身
成
仏
義
私
記
」
も
こ
の
難
題
に
挑
み
ま
す
。

憐
昭
は
円
仁
の
直
弟
子
で
あ
り
、
安
然
も
円
仁
の
教
え
を
継
い
で
い
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
即
身
成
仏
論
解
釈
に
あ

た
っ
て
も
、
円
仁
の
教
論
を
基
盤
に
し
ま
し
た
。
円
仁
は
、『
蘇
悉
地
経
疏
』
に
お
い
て
、
密
教
の
行
に
よ
っ
て
凡
夫
の
身
を
「
転
捨
」

し
て
聖
な
る
身
、
あ
る
い
は
法
身
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
し
ま
し
た
。「
捨
て
る
」
の
で
は
な
く
て
転
捨
だ
と
。
凡
の
位
か

ら
聖
の
位
に
入
る
と
き
に
は
、
そ
の
身
を
捨
て
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
中
国
天
台
の
考
え
方
で
す
か
ら
、
円
仁
は
、
異
な
る

立
場
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
円
仁
の
説
を
、
憐
昭
と
安
然
は
応
用
し
ま
し
た
。

憐
昭
は
、
本
当
に
捨
て
る
の
で
は
な
く
て
「
転
じ
る
」
の
だ
と
い
う
論
法
に
の
っ
と
り
、
初
住
に
お
い
て
身
を
法
身
に
転
じ
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
ま
し
た
。
安
然
は
、
即
身
成
仏
と
は
生
来
の
身
の
ま
ま
「
現
身
」
で
な
さ
れ
る
成
仏
だ
と
主
張
し
ま
す
。
龍
女
が
「
変

成
男
子
」
の
上
成
仏
し
た
と
言
わ
れ
る
の
も
、
性
器
だ
け
を
部
分
的
に
「
転
じ
」
て
あ
と
は
生
来
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
し
た
の
だ
、
と

説
明
を
し
ま
し
た
。

中
国
天
台
で
の
考
え
方
で
は
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
身
を
捨
て
な
い
と
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
か
れ
て
い
た
も
の
を
、
生
来

の
身
を
法
身
に
転
じ
て
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と
説
い
た
の
が
、
こ
の
二
人
な
わ
け
で
す
。
彼
ら
の
論
は
、
こ
う
し
た
密
教
系

の
教
え
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
新
鮮
に
響
き
、
高
く
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
千
観
、
源
信
ら
の
考
え
方
は
、
法
華
円
教
の
伝
統
的
立
場
を
出
て
い
な
い
と
い
う
の
が
従
来
の
評
価
で
す
が
、
角
度
を
変
え

て
み
る
と
、
実
は
こ
ち
ら
の
方
が
極
め
て
斬
新
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
今
は
源
信
に
絞
っ
て
話
を
進

め
ま
す
。

「
龍
女
成
仏
」
譚
を
め
ぐ
っ
て
、
源
信
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
ま
し
た
。
龍
女
は
成
仏
し
た
際
に
、
そ
の
身
は
捨
て
て
い
な
い
。
龍

女
は
権
者
で
は
な
く
て
実
者
で
あ
る
。
自
ら
は
悟
り
を
開
き
な
が
ら
衆
生
を
導
く
た
め
に
仮
の
姿
で
身
を
現
し
て
い
る
権
者
で
は
な
く

て
、
龍
女
は
龍
女
の
ま
ま
、
畜
生
の
身
の
ま
ま
で
い
た
の
だ
か
ら
、
生
来
の
身
で
成
仏
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
成
仏
は
「
凡
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聖
同
居
土
」
で
の
こ
と
で
あ
る
、
と
し
ま
す
。「
凡
聖
同
居
土
」
に
い
る
「
凡
」
は
、
当
然
凡
夫
と
し
て
生
ま
れ
た
そ
の
身
の
ま
ま
で

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
土
で
龍
女
が
成
仏
し
た
か
ら
に
は
、
父
母
所
生
之
身
の
ま
ま
で
成
仏
が
可
能
だ
と
保
証
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

身
体
論
と
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
実
に
思
い
切
っ
た
解
釈
で
す
。
憐
昭
や
安
然
の
場
合
に
は
、
私
た
ち
の
体
は
そ
の
身
の
ま
ま
で
は

な
く
て
、
法
身
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
論
的
な
支
え
の
上
で
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。
生
ま
れ
も
っ
た
そ
の
身
の
ま
ま
で
よ
い

わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
身
が
「
法
身
」
で
あ
る
と
い
う
転
換
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
が
源
信
は
、
わ
れ
わ
れ
が
父

母
か
ら
授
か
っ
た
そ
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
に
自
分
の
生
を
生
き
て
い
る
そ
の
身
体

が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
安
然
ら
の
論
よ
り
も
む
し
ろ
斬
新
で
独
創
的
な
解
釈
と
い
え
ま
す
。「
即
身
成
仏
」

と
い
う
思
弁
的
な
論
を
、
生
身
の
身
を
持
つ
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
現
実
世
界
で
の
問
題
に
リ
ン
ク
さ
せ
、
具
体
的
な
救
済
論
に
結
び

つ
け
た
の
が
、
源
信
の
解
釈
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
源
信
の
こ
の
よ
う
な
身
体
観
を
把
握
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
念
仏
論
お
よ
び
念
仏

実
践
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
「
声
」

「
往
生
極
楽
の
教
行
は
濁
世
末
代
之
目
足
」
で
あ
る
が
、「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
は
顕
密
の
教
え
に
つ
い
て
い
け
な
い
。
そ
の
よ
う

な
者
が
救
わ
れ
る
た
め
の
教
え
、
行
法
と
し
て
念
仏
を
整
え
る
─
こ
れ
が
、『
往
生
要
集
』
執
筆
の
目
的
で
し
た
。

『
往
生
要
集
』
は
、
一
般
に
、
天
台
の
止
観
と
中
国
の
浄
土
教
に
基
づ
く
念
仏
を
融
和
さ
せ
て
体
系
化
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
ま
す
。

源
信
以
前
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
死
者
の
鎮
魂
な
ど
呪
術
的
な
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
念
仏
行
を
、
天
台
止
観
に
お
け
る
三

昧
の
方
法
と
し
て
の
枠
組
み
で
整
え
た
の
が
こ
の
書
と
い
う
評
価
で
す
。
た
だ
源
信
の
意
図
と
し
て
は
、
実
践
の
手
引
き
と
い
う
性
格
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が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

で
は
、『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
源
信
は
「
称
名
念
仏
」
を
ど
う
位
置
づ
け
た
か
。
そ
の
解
釈
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
口

称
念
仏
、
称
名
念
仏
は
呪
術
的
な
効
果
や
、
呪
術
的
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
美
的
感
性
的
な
満
足
感
に
埋
没
し
が
ち
な
も
の
な
の
で
、

源
信
は
そ
の
よ
う
な
方
向
性
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
と
み
る
研
究
者
も
い
ま
す
し
、
い
や
、
源
信
は
口
称
念
仏
、
称
名
念
仏
を

批
判
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
評
価
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
中
間
で
、
称
名
念
仏
が
持
っ
て
い
る

効
果
、
儀
礼
、
あ
る
い
は
行
と
し
て
の
効
果
は
評
価
し
て
い
る
が
、
念
仏
実
践
の
理
想
的
な
在
り
方
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
源
信
の

立
場
だ
、
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

三
番
目
の
、
称
名
念
仏
の
効
果
は
理
解
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
念
仏
実
践
の
理
想
型
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
評
価
は
、
と
て
も

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
上
で
な
お
、
私
は
、
源
信
は
声
に
出
し
て
唱
え
る
念
仏
行
を
、
か
な
り
肯
定
的
に

捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
１
）
臨
終
行
儀
に
お
け
る
声
の
技

『
往
生
要
集
』
で
整
理
し
た
念
仏
実
践
の
な
か
で
、
称
名
念
仏
が
も
っ
と
も
重
用
さ
れ
る
の
は
「
臨
終
行
儀
」
に
お
い
て
で
す
。
こ

れ
は
『
往
生
要
集
』
大
文
第
六
の
「
別
時
念
仏
」
の
二
節
目
で
扱
わ
れ
て
お
り
、
臨
終
の
作
法
を
「
行
事
」
と
「
勧
念
」
と
の
二
つ
に

分
け
て
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。

「
行
事
」
で
は
、
念
仏
に
つ
い
て
の
定
義
と
、
臨
終
行
儀
の
具
体
的
な
進
め
方
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
「
臨
終
の
十
念
」
が

説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
叡
山
浄
土
教
の
中
で
強
調
さ
れ
て
き
た
概
念
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
実
際
に
声
を
出
す
の
か
、
念
じ
る
だ
け
な
の

か
、
解
釈
は
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
源
信
は
、
十
遍
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
念
す
る
こ
と
だ
、
つ
ま
り
、
念
じ
つ
つ
口
で
も
南
無
阿

弥
陀
仏
と
唱
え
る
こ
と
だ
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
叡
山
浄
土
教
の
先
徳
で
あ
る
良
源
や
千
観
、
禅
瑜
ら
か
ら
引
き
継
が
れ
た
立
場
で
す
。
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と
は
い
え
、
念
仏
行
を
理
論
的
に
整
備
す
る
意
図
を
も
っ
て
『
往
生
要
集
』
を
著
し
た
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
臨
終
行
儀
を
と
り
あ
げ
、

そ
こ
で
、
臨
終
の
十
念
は
声
を
出
し
て
唱
え
る
こ
と
も
含
ん
だ
念
仏
だ
と
定
義
し
直
し
た
こ
と
は
、
単
に
先
徳
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み

に
し
た
の
と
は
意
味
が
違
い
ま
す
。

こ
の
後
、
臨
終
は
来
世
が
決
ま
る
大
事
な
瞬
間
な
の
で
、
臨
終
の
一
念
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
と
強
調
し
、
臨
終
を
迎
え
る
環
境

を
ど
う
整
え
る
か
の
指
示
が
続
き
ま
す
。
こ
の
指
示
は
、
仏
像
を
置
い
て
そ
の
前
に
病
人
を
安
置
し
な
さ
い
、
看
病
人
は
香
を
た
き
花

を
散
ら
し
て
病
人
を
荘
厳
し
、身
を
清
潔
に
保
た
せ
な
さ
い
な
ど
、き
わ
め
て
具
体
的
で
す
。
そ
れ
ら
の
準
備
の
上
で
、心
に
仏
を
思
い
、

口
に
仏
の
名
を
唱
え
、
阿
弥
陀
仏
と
聖
衆
が
来
迎
す
る
様
子
を
思
い
な
さ
い
、
と
説
い
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
、
口
に
仏
の
名
を
唱

え
よ
、
と
明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
後
に
「
勧
念
」、
つ
ま
り
念
仏
を
こ
の
よ
う
に
勧
め
な
さ
い
、
と
い
う
教
え
が
来
ま
す
。
臨
終
を
迎
え
る
人
の
扱
い
方
、
そ
の

人
に
対
し
て
念
仏
を
ど
う
や
っ
て
勧
め
て
い
く
か
、
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
観
念
」
の
書
き
方
ぶ
り
が
、
と
て
も
興
味

深
い
の
で
す
。
最
初
に
、「
死
に
臨
む
者
の
善
友
・
同
行
に
し
て
志
の
あ
る
者
は
、
病
の
床
に
来
問
し
て
念
仏
を
勧
め
よ
」
と
述
べ
て

か
ら
「
今
、
十
事
あ
り
。
一
心
に
聴
き
、
一
心
に
念
ず
べ
し
」
と
し
ま
す
。
十
事
と
は
、
生
死
涅
槃
、
現
世
の
厭
離
、
浄
土
の
欣
求
、

往
生
の
た
め
の
業
、
発
菩
提
心
、
阿
弥
陀
の
讃
歎
、
阿
弥
陀
別
相
観
、
白
毫
観
、
阿
弥
陀
の
来
迎
、
臨
終
の
一
念
の
利
益
、
の
十
で
あ
り
、

浄
土
往
生
を
得
る
た
め
の
要
項
で
す
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
一
項
、
一
項
が
、
一
定
の
型
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
は
、
生
死
涅
槃
な
ら
生
死
涅
槃
、
現
世
の
厭
離
な
ら
そ
れ
、
と
、
そ
の
項
目
が
説
く
教
え
の
内
容
が
説
明
さ

れ
ま
す
が
、
そ
の
後
に
、「
三
念
以
上
唱
え
よ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
同
音
に
助
念
す
べ
し
、
あ
る
い
は
鐘
の
声
を
聞
か
せ
て
、
正
念
を

励
ま
し
な
さ
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
亡
く
な
る
人
で
す
か
ら
、
周
り
の
者
が
声
を
合
わ
せ
て
共
に
念
仏
を
唱
え
て
助
け
な
さ
い
、

力
が
弱
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
鐘
の
音
を
聞
か
せ
て
、
念
仏
を
励
ま
し
な
さ
い
な
ど
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
書
き
ぶ
り
は
、
い
わ

ば
「
台
本
」
を
思
わ
せ
ま
す
。
教
え
の
と
こ
ろ
は
誰
か
、そ
の
場
を
指
導
す
る
人
が
読
み
上
げ
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
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そ
の
場
の
指
導
者
が
、
亡
く
な
っ
て
い
く
人
に
大
事
な
教
え
を
読
み
聞
か
せ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
は
、
亡
く
な
る
人
、
そ
し
て
見
送
る

人
が
皆
で「
南
無
阿
弥
陀
仏
」を
繰
り
返
し
唱
え
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
項
目
が
こ
の
形
で
組
み
立
て
ら
れ
、繰
り
返
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

実
に
よ
く
で
き
た
構
成
だ
と
思
い
ま
す
。
大
事
な
教
え
が
段
構
成
で
説
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
に
は
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
く
と
、
往
生
へ
の
要
点
が
ち
ゃ
ん
と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
指
導
者
に
当
た
る
人
が
教
え
を

読
み
上
げ
る
と
、
そ
の
後
に
続
い
て
、
そ
こ
に
い
る
皆
で
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
和
す
る
。
こ
の
声
の
交
換
を
し
な
が
ら
臨
終
を
迎
え
る

人
が
浄
土
往
生
で
き
る
よ
う
に
支
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
様
式
を
、
あ
る
種
の
音
楽
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
み
た
場
合
、
す
ぐ
脳
裏
に
浮
か
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ア
フ
リ

カ
や
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
音
楽
表
現
の
ひ
と
つ
の
柱
で
あ
る「
コ
ー
ル
・
ア
ン
ド
・
レ
ス
ポ
ン
ス
」と
い
う
手
法
で
す
。
リ
ー
ダ
ー

が
呼
び
掛
け
て
は
、
そ
れ
に
対
し
て
他
の
人
々
が
コ
ー
ラ
ス
で
応
え
る
。
呼
び
か
け
て
は
応
え
る
、
こ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
場
に
高
揚
し
た
空
気
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
宗
教
儀
礼
の
場
で
あ
れ
ば
、
指
導
者
と
会
衆
と
の
間
の
声
の
掛
け
合
い
に
よ
っ

て
、
高
揚
感
の
中
で
教
え
を
共
有
し
実
感
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
手
法
は
ア
フ
リ
カ
系
の
文
化
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

た
と
え
ば
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
で
行
わ
れ
て
い
る
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
と
い
う
宗
教
歌
謡
の
中
で
も
、
や
は
り
指
導
者
が
呼
び
掛
け
て

他
の
奏
者
が
応
え
る
と
い
う
技
法
が
見
ら
れ
、
そ
の
声
の
交
換
の
中
に
居
合
わ
せ
た
会
衆
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

の
、
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
や
正
教
系
の
儀
礼
で
も
重
用
さ
れ
る
手
法
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
文
化
を
超
え
て
人
間
を
引
き
込
む
表

現
方
法
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
「
臨
終
行
儀
」
の
中
で
も
、
実
に
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
臨
終
を
迎
え
る
者
と
看
取
る
者
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
最
期
の
と
き
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
注
目
し
て
お
く
べ

き
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
死
と
い
う
も
の
を
死
に
行
く
当
人
だ
け
の
問
題
に
し
な
い
で
、
共
同
体
で
受
け
止
め
て
い
く
姿
勢
が
こ

こ
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
共
同
体
が
機
能
す
る
と
き
、
声
が
鍵
に
な
っ
て
い
ま
す
。
臨
終
の
場
で
は
居
合
わ
せ
る
者
が
共
に
唱
え

る
こ
と
で
、
い
わ
ば
「
声
に
よ
る
共
同
体
」
を
つ
く
る
。
今
、
看
取
る
側
に
い
る
者
も
、
や
が
て
は
看
取
ら
れ
る
者
に
な
る
わ
け
で
す
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か
ら
、
臨
終
行
儀
は
看
取
る
者
に
と
っ
て
は
説
得
力
あ
る
死
の
学
習
に
な
り
得
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
こ
に
は
「
死
」
が
生
き
て

い
る
者
を
支
え
る
と
い
う
意
味
深
い
場
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
「
声
」
な
の
で
す
。

い
ま
、
念
仏
を
唱
え
る
声
が
持
っ
て
い
る
力
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
進
め
る
場
合
、

日
本
語
に
は
残
念
な
が
ら
適
切
な
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
儀
礼
の
場
で
は
、
関
わ
る
者
の
中
で
何
か
が
変
わ
る
。
行
で
あ
れ
ば
行

を
通
し
て
、
行
者
の
内
面
に
決
定
的
な
変
化
が
生
じ
る
。
法
会
の
よ
う
な
開
か
れ
た
儀
礼
で
あ
れ
ば
、
参
集
者
の
内
に
深
い
体
験
が
も

た
ら
さ
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
、
教
論
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
で
、
仏
と
の
出
会
い
、
仏

の
教
え
に
よ
る
内
面
の
決
定
的
変
化
が
こ
の
よ
う
に
生
じ
ま
す
よ
、
と
い
う
説
明
が
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
共
通
の
場
で
考
え

る
た
め
の
用
語
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
西
洋
の
儀
礼
研
究
で
醸
成
さ
れ
た
用
語
で
あ
るperform

ative

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
と

い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
話
を
進
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

儀
礼
研
究
で
用
い
ら
れ
る
概
念
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
と
は
、「
現
実
に
は
た
ら
き
か
け
、
儀
礼
の
場
、
儀
礼
参
加
者
に
質

的
変
換
を
も
た
ら
す
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
儀
礼
は
、
そ
れ
が
あ
る
べ
き
形
で
行
わ
れ
た
場
合
、
参
加
者
の
心
身
、
感
覚
に
働
き
か

け
て
、
そ
の
内
面
の
質
的
な
転
換
を
促
す
効
果
を
も
ち
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
儀
礼
の
力
を
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
力
、
と
言
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
無
理
や
り
日
本
語
に
訳
せ
ば
、「
実
践
力
」
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

今
話
題
に
し
て
い
る
「
臨
終
行
儀
」
で
い
え
ば
、「
行
儀
」
に
の
っ
と
っ
て
と
も
に
そ
の
場
を
つ
く
る
こ
と
で
、
死
に
行
く
人
も
看

取
る
人
も
、
死
を
往
生
へ
の
契
機
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
。
内
面
に
そ
の
よ
う
な
変
化
を
引
き
起
こ
し
得
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
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（
２
）
浄
土
往
生
を
導
く
声

で
は
、「
臨
終
」
と
い
う
特
殊
な
場
で
の
念
仏
を
離
れ
、『
往
生
要
集
』
全
体
を
み
た
場
合
、「
声
」
に
出
し
て
唱
え
る
念
仏
は
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
へ
話
を
進
め
る
に
先
立
っ
て
、
源
信
の
念
仏
論
の
基
盤
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

源
信
は
、
日
本
天
台
の
枠
内
で
浄
土
教
に
取
り
組
ん
だ
「
叡
山
浄
土
教
」
の
系
列
に
つ
ら
な
り
、
叡
山
浄
土
教
を
理
論
的
に
ま
と
め

上
げ
た
人
物
で
す
。
叡
山
浄
土
教
は
、『
観
無
量
寿
経
』
で
説
か
れ
る
九
品
成
仏
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
は
成
仏
す
る
た
め

の
資
質
と
し
て
上
品
か
ら
下
品
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
あ
り
、
そ
の
資
質
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
成
仏
の
仕
方
が
あ
る
と
さ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
は
、
下
品
の
者
は
、『
観
無
量
寿
経
』
に
従
っ
て
、
臨
終
の
際
に
経
の
名
を
聞
く
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
の
名
前
を
唱
え
よ
、

と
説
か
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
を
唱
え
る
、
声
に
出
し
て
唱
え
る
念
仏
は
、
下
品
の
者
に
相
当
さ
れ
て
い
る
実
践
方
法
だ
と

捉
え
ら
れ
ま
す
。

源
信
も
基
本
的
に
、
こ
の
考
え
方
を
と
り
ま
す
。『
往
生
要
集
』
の
大
文
第
九
「
往
生
の
諸
行
」
で
、
こ
の
説
を
踏
ま
え
て
論
じ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
最
初
に
見
た
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
に
取
り
く
ん
だ
根
本
的
な
動
機
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
源
信
が
い
う
場

合
に
は
、
単
に
、
下
品
の
者
は
阿
弥
陀
仏
の
名
前
を
唱
え
て
成
仏
す
る
の
だ
と
、
突
き
放
し
て
客
観
的
に
整
理
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
て
、
も
っ
と
切
実
な
意
味
内
容
を
含
ん
だ
表
現
と
し
て
こ
れ
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
下
品
の
者
」、
と
い
う
場
合
、
源
信
に
と
っ
て
は
他
人
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
文
第
十
「
問
答
料
簡
」
の
な
か
で
、
現
世
の
人

間
は
下
品
に
属
す
る
、
と
源
信
は
明
言
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
世
に
い
る
人
間
、
つ
ま
り
源
信
自
身
を
含
め
た
頑
魯
の
者
、

か
た
く
な
で
迷
い
多
き
頑
迷
な
者
、
こ
れ
は
全
て
下
品
に
属
す
る
の
だ
と
い
う
の
が
、
源
信
の
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
そ
れ
ま
で
の
叡
山
浄
土
教
の
中
で
は
誰
も
言
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、高
僧
た
ち
や
身
分
の
高
い
者
は
、「
上
品
」

に
相
当
す
る
と
自
認
し
て
い
ま
し
た
。
源
信
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
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で
は
下
品
の
者
は
ど
う
や
っ
た
ら
救
わ
れ
る
か
。
下
品
の
者
が
救
わ
れ
る
方
法
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
、
あ

る
い
は
臨
終
の
際
に
経
の
名
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
声
に
出
す
、
耳
か
ら
捉
え
る
。
そ
れ
が
、
現
世
の
人
間
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
方
法
だ
、
と
、
源
信
は
宣
言
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
の
っ
と
っ
て
い
る
経
典
は
叡
山
浄
土
教
伝
統
の
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
も
引
用
し
て
い
ま
す
が
、
現
世

の
人
間
は
下
品
に
属
す
る
と
は
っ
き
り
と
明
言
し
た
こ
と
で
、
源
信
は
大
き
く
、
歩
み
を
進
め
ま
し
た
。
し
か
も
『
往
生
要
集
』
の
目

的
は
、
自
分
を
含
め
た
頑
魯
の
者
が
救
わ
れ
る
た
め
の
行
法
を
考
え
る
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
源
信
は
叡
山
浄
土
教
の
伝
統
を
飛
び

越
え
た
独
自
の
域
に
入
っ
て
い
ま
す
。
今
現
在
、
生
き
て
い
く
わ
れ
わ
れ
の
救
済
論
と
し
て
念
仏
を
再
構
築
し
た
の
が
、
源
信
の
立
場

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
往
生
要
集
』
全
体
を
見
渡
し
、
そ
こ
で
「
聞
名
」
や
「
称
名
」
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
か
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

源
信
の
論
に
お
け
る
「
称
念
」
や
「
聞
名
」
の
扱
い
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
理
念
的
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
自
ら
の
身
体
を
通

し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
す
る
具
体
的
行
為
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

「
称
念
」
に
し
て
も
「
聞
名
」
に
し
て
も
、『
観
無
量
寿
経
』、『
無
量
寿
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
幾
多
の
経
典
で
説
か
れ
て
い
る
こ

と
で
す
が
、そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
理
念
的
な
レ
ベ
ル
で
の
聞
名
で
あ
り
称
念
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
源
信
の
場
合
は
、

こ
の
生
身
の
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
自
分
た
ち
が
称
念
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
聞
名
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
と
問
う

立
場
で
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
は
っ
き
り
分
か
る
の
が
、「
念
仏
三
昧
と
は
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
時
に
口
で
も
唱
え
る
こ
と
な

の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
源
信
の
答
え
で
す
（
大
文
第
五
「
助
念
の
方
法
」
第
二
「
修
行
の
相
貌
」）。
源
信
は
、『
摩
訶
止
観
』

中
の
常
行
三
昧
に
つ
い
て
の
説
明
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
、「
或
は
先
に
唱
へ
後
に
念
じ
、唱
と
念
と
相
継
い
で
休
息
す
る
時
な
し
。
声
々
・
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念
々
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
に
あ
り
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』
を
論
拠
に
し
つ
つ
、
念
仏
に
は
発
声
が
伴
う
べ
き
も
の

で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
続
く
部
分
で
は
、
懐
感
の
説
を
引
き
つ
つ
「『
大
集
日
蔵
分
』
で
は
〈
大
念
は
大
仏
を
見
、
小
念
は
小
仏
を
見
る
〉
と
説
い

て
い
る
。
大
念
と
い
う
の
は
、
大
き
な
声
で
仏
の
名
前
を
称
す
る
こ
と
を
い
い
、
小
念
と
は
小
さ
な
声
で
仏
の
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
で
あ

る
。
声
を
励
ま
し
て
念
仏
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
三
昧
を
遂
げ
や
す
い
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
小
声
で
は
意
識
が
散
漫
し
て
し
ま

う
の
で
、
念
仏
は
と
に
か
く
大
き
い
声
で
唱
え
な
さ
い
、
と
、
実
践
的
な
指
示
を
言
明
す
る
と
こ
ろ
に
源
信
の
基
本
的
な
立
場
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
理
念
に
と
ど
ま
ら
な
い
具
体
的
な
実
践
法
と
し
て
念
仏
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
、
念
じ
唱
え
ら
れ
る
仏
の
名
そ
の
も
の
に
ど
の
よ
う
な
力
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。『
西
方

要
決
釈
疑
通
規
』
を
引
い
て
、
源
信
は
「
諸
仏
は
、
願
・
行
も
て
こ
の
果
名
を
成
じ
た
ま
へ
ば
、
た
だ
能
く
号
を
念
ぜ
ば
、
具
さ
に
も

ろ
も
ろ
の
徳
を
包
む
。
故
に
大
善
と
成
る
。」
と
説
き
ま
す
。
諸
仏
が
菩
提
心
を
発
し
て
、
行
を
重
ね
て
得
た
成
果
そ
の
も
の
が
名
号

な
の
だ
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
徳
そ
の
も
の
が
ほ
と
け
の
名
前
の
中
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
仏
の
名
前
は
単
な
る
記
号
で
は
な

く
て
、仏
道
を
成
就
し
て
い
く
た
め
の
強
力
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
あ
る
、と
い
う
の
が
源
信
の
考
え
で
す
。
そ
し
て
、そ
の
名
号
の
力
、

名
号
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
諸
仏
の
力
は
、
た
だ
そ
こ
に
あ
れ
ば
力
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
は
な
く
て
、
行
者
の
体
を
通
し
て
具
体

的
な
声
と
し
て
響
い
た
と
き
に
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
源
信
の
主
張
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
は
い
え
、『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
は
、
最
も
正
統
な
念
仏
は
止
観
に
基
づ
い
た
念
仏
、
観
想
を
基
盤
に
し
た
念
仏
だ
と
い
う
姿

勢
が
基
本
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
源
信
の
著
作
を
追
っ
て
い
く
と
、
彼
の
念
仏
理
解
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
声
を
出
し
て
唱
え
る
念

仏
を
よ
り
積
極
評
価
す
る
立
場
へ
と
転
じ
て
い
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

源
信
の
念
仏
論
の
帰
着
点
と
い
え
る
書
が
、『
阿
弥
陀
経
略
記
』
で
す
。
こ
こ
で
源
信
は
、
仏
名
を
聞
く
こ
と
、
そ
し
て
唱
え
る
こ

と
が
も
た
ら
す
利
益
を
大
い
に
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
当
然
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
意
味
と
も
絡
む
問
題
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
名
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自
体
に
非
常
に
深
遠
な
、
深
奥
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
種
々
の
経
典
が
説
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
源
信
は
新
し
い

解
釈
を
持
ち
だ
し
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
の
語
源
た
ど
る
と
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、Am

itāyus

（
無
量
寿
）
と
、Am

itābha(

無
量
光)

、
こ
の
二
つ
の
名
前
に
行

き
着
き
ま
す
。
無
量
寿
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
。
無
量
光
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
。『
阿
弥
陀
経
略
記
』
に
お
い
て
源
信
は
、「
無
量
寿
仏
」

の
名
に
い
わ
ゆ
る
三
諦
の
考
え
方
を
当
て
て
、
無
は
「
空
」、
量
は
「
仮
」、
寿
は
「
中
」
を
表
す
、
そ
し
て
仏
は
「
三
智
即
ち
一
心
」

の
中
に
あ
る
こ
と
を
表
す
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
無
量
寿
三
諦
説
」
を
説
き
ま
し
た
。
す
べ
て
は
「
空
」
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
取

り
巻
く
世
界
は
「
仮
」
の
も
の
だ
が
、
そ
の
仮
の
姿
が
最
奥
の
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
天
台
教
学
最
奥
の
真
理
が
「
無
量
寿

仏
」の
名
の
中
に
あ
る
と
い
う
解
釈
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
源
信
の
独
創
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
無
量
寿
三
諦
説
が
、

や
が
て
阿
弥
陀
三
諦
説
へ
と
展
開
し
、
本
覚
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
に
お
け
る
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「
無
量
寿
」
に
対
し
て
「
無
量
光
」
の
方
は
、
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
無
量
光
の
中
に
も
深
い
意
味

が
あ
り
ま
す
。
源
信
は
、
無
量
光
を
無
縁
慈
悲
、
す
な
わ
ち
仏
が
備
え
る
限
り
の
な
い
慈
悲
と
結
び
つ
け
ま
す
。
隔
て
な
く
注
が
れ
る

無
縁
慈
悲
の
あ
り
よ
う
を
光
に
象
徴
さ
せ
て
解
釈
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
名
は
、
無
量
寿
と
無
量
光
と
い
う
ふ
た
つ
の
名
前
に
よ
っ
て
、
三
諦
と
い
う
真
理
と
分
け
隔
て
な
い
慈
悲

と
い
う
二
重
の
深
い
意
味
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
無
縁
の
隔
て
の
な
い
光
で
あ
る
と
観
じ
て
、
こ
の
名
前
を
称

す
る
。
一
心
に
無
量
光
の
彼
岸
の
方
に
生
じ
た
い
と
願
う
。
こ
れ
が
極
楽
往
生
の
要
だ
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
叡
山
浄
土
教
の
伝
統

的
解
釈
で
は
、
こ
れ
が
で
き
る
の
は
九
品
往
生
の
上
品
の
人
で
す
。

で
は
、
下
品
の
者
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
源
信
は
、「
六
即
」
と
い
う
天
台
教
学
に
お
け
る
成
仏
へ
階
梯
理
論
を
応
用
し
て
、

仏
の
名
を
聞
き
、
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
は
名
字
即
の
段
階
、
一
心
称
念
す
る
こ
と
は
観
行
即
の
段
階

に
値
す
る
、
と
し
ま
す
。「
六
即
」
に
お
け
る
「
名
字
即
」、「
観
行
即
」
は
、
成
仏
へ
向
け
て
能
動
的
に
踏
み
出
す
大
き
な
契
機
で
す
。
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下
品
の
者
の
場
合
は
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
利
益
は
、
そ
の
名
を
唱
え
、
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
た
ら
い
て
い
く
。
こ
れ
が
、
源
信
の

答
で
す
。
源
信
は
、
こ
の
現
世
に
生
き
て
い
る
者
は
全
て
下
品
の
者
だ
と
定
義
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
世
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が

救
わ
れ
る
現
実
的
な
方
法
と
し
て
源
信
が
最
終
的
に
行
き
着
い
た
の
は
、仏
の
名
を
聞
き
、唱
え
る
こ
と
、と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。

実
践
活
動

源
信
が
、
純
粋
に
理
論
を
錬
磨
す
る
だ
け
で
こ
の
立
場
に
到
達
し
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
修
行

実
践
者
と
し
て
の
活
動
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
を
深
め
て
い
く
と
こ
ろ
に
大
い
に
関
わ
っ
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
彼
の
実

践
活
動
を
追
い
ま
す
。

ま
ず
、
源
信
自
身
が
、
修
行
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
行
に
取
り
組
ん
で
い
た
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
記
録
が
あ
り
ま
す
。『
楞
厳
院

二
十
五
三
昧
過
去
帳
』
に
記
さ
れ
る
源
信
伝
で
す
。
書
い
た
の
は
、
源
信
の
一
番
弟
子
で
あ
っ
た
覚
超
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
源

信
伝
で
は
口
称
の
念
仏
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
覚
超
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
口
称
の
念
仏
、
称
名
念
仏
に
対
し
て
は
批
判
的
な
立
場

を
取
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
彼
が
書
い
た
師
の
伝
記
で
口
称
念
仏
を
前
面
に
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

源
信
が
日
常
の
行
と
し
て
重
き
を
置
い
て
い
た
の
は
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
し
た
。
源
信
は
優
れ
た
止
観
行
者
、
瞑
想
の
達
人
で

し
た
が
、「
日
常
的
に
行
っ
て
き
た
の
は
止
観
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
自
分
は
念
仏
、
し
か
も
観
行

で
は
な
く
名
号
を
唱
え
る
念
仏
を
日
常
の
行
と
し
て
き
た
、
と
答
え
ま
し
た
。
止
観
と
い
う
深
い
瞑
想
は
自
分
に
と
っ
て
は
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
が
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
る
に
は
た
だ
名
号
を
唱
え
る
行
で
十
分
だ
と
い
う
の
が
、
源
信
の
考
え
で
し
た
。
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そ
の
他
に
、
生
涯
を
通
じ
て
修
め
た
行
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
筆
頭
に
く
る
の
は
、
や
は
り
念
仏
で
す
。
念
仏
を
二
万
倶

胝
（
く
て
い
）
遍
。
倶
胝
は
た
ぶ
ん
一
千
万
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
一
億
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
途

方
も
な
い
数
を
唱
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、『
法
華
経
』『
阿
弥
陀
経
』『
般
若
経
』
な
ど
大
乗
経
典
読
誦
も
何
万
回
。

さ
ま
ざ
ま
な
呪
も
都
合
百
万
回
。
こ
れ
を
見
る
と
、
唱
え
る
こ
と
を
生
涯
の
行
の
中
心
に
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

源
信
の
場
合
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
止
観
と
い
う
深
い
瞑
想
が
で
き
な
い
か
ら
念
仏
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
止

観
も
難
な
く
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
浄
土
往
生
の
行
と
し
て
、
自
分
は
口
称
の
念
仏
を
重
ん
じ
る
の
だ
と
い
う
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、『
往
生
要
集
』
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
自
分
の
よ
う
な
頑
魯
の
者
が
成
仏
す
る
方
法
と
し
て
求
め
て
き
た

念
仏
、
こ
れ
が
源
信
に
と
っ
て
は
最
も
寄
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
名
号
を
唱
え
る
念
仏
が
理
論
的
に
も
い
か
に
有
用
か
を
源

信
自
身
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
を
自
分
の
行
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

次
に
、
源
信
が
率
い
た
講
活
動
を
み
て
み
ま
す
。「
二
十
五
三
昧
会
」、「
普
賢
講
」、「
迎
講
」、「
霊
山
院
釈
迦
講
」
な
ど
、
源
信
は

さ
ま
ざ
ま
な
講
活
動
を
率
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
概
観
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
「
二
十
五
三
昧
会
」
で
す
。
九
八
六
年
あ
た
り
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
二
十
五
三
昧
会
の
実
態
を

知
り
う
る
資
料
は
複
数
あ
る
の
で
す
が
、
最
も
詳
細
な
の
は
『
横
川
首
楞
厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
』、
略
し
て
『
十
二
箇
条
起
請
』
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

そ
の
集
会
は
、
毎
月
十
五
日
に
結
衆
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
午
後
二
時
く
ら
い
に
集
ま
り
、
四
時
く
ら
い
か
ら
『
法
華
経
』

の
講
義
を
受
け
る
。
そ
の
後
に
二
十
五
三
昧
会
発
足
時
に
記
し
た
『
発
願
文
』
を
皆
で
声
を
合
わ
せ
て
読
む
。
そ
の
後
、
午
後
八
時
こ

ろ
か
ら
翌
朝
八
時
こ
ろ
ま
で
不
断
念
仏
を
行
い
ま
す
。「
不
断
念
仏
」
と
い
っ
て
い
ま
す
の
で
、
叡
山
の
伝
統
か
ら
す
る
と
、
も
し
か

す
る
と
旋
律
が
付
い
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
念
仏
を
十
二
時
間
通
し
て
行
う
。
経
文
を
読
み
上
げ
、
仏
号
二
千
四
遍
を
唱
え

る
。
経
が
終
わ
る
ご
と
に
回
向
を
唱
え
、
念
仏
百
八
遍
。
五
体
投
地
を
し
て
、
最
後
は
光
明
真
言
の
土
砂
加
持
を
行
う
と
い
う
の
が
次
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第
で
し
た
。
こ
れ
を
毎
月
集
ま
っ
て
行
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
す
る
結
衆
た
ち
に
は
ご
く
厳
し
い
定
め
が
あ
り
ま
し
た
。
集
会
を
怠
け
て
は
い
け
な
い
、
互
い
を
敬
い
な
さ
い
、
結
衆
の
臨

終
に
は
定
め
ら
れ
た
方
法
で
立
ち
会
い
な
さ
い
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
が
あ
り
、
ま
と
ま
り
意
識
の
強
い
集
団
を
つ
く
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
独
特
な
結
束
感
を
示
す
の
が
、「
我
党
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
源
信
が
こ
こ
だ
け
で
使
っ
て
い
る
特
別

な
用
語
で
す
。
我
党
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、自
分
た
ち
が
特
殊
な
集
団
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
講
の
中
心
に
あ
っ
た
の
が
、
仲
間
の
死
に
立
ち
会
う
こ
と
で
し
た
。
結
衆
の
臨
終
に
際
し
て
は
、『
往
生
要
集
』
に
説
か
れ
て

い
る
「
臨
終
行
儀
」
に
の
っ
と
っ
て
看
取
り
と
葬
送
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
臨
終
行
儀
」
に
の
っ
と
っ
て
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
共
に

念
仏
を
唱
え
、
そ
の
声
を
亡
く
な
っ
て
い
く
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
場
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ

ま
す
。

こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、「
二
十
五
三
昧
会
」
は
、「
声
」
を
媒
介
に
し
た
集
団
活
動
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
声
を

媒
介
に
し
た
集
団
活
動
に
よ
っ
て
、
源
信
が
「
我
党
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
強
い
結
束
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

次
に
「
普
賢
講
」
で
す
。
こ
の
講
は
九
八
八
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、『
普
賢
講
作
法
』
と
い
う
資
料
に
よ
っ
て
内
容
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、『
普
賢
経
』
に
説
か
れ
る
普
賢
菩
薩
の
十
願
を
学
ぶ
会
で
あ
り
、
こ
の
十
願
を
章
立
て
に
し

て
学
ん
で
い
く
か
た
ち
を
取
っ
て
い
ま
す
。

『
普
賢
講
作
法
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
構
成
を
み
る
と
、
中
世
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
「
講
式
」
の
初
期
型
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
ま
す
。「
講
式
」
と
い
う
用
語
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
い
う
狭
義
の
「
講
式
」、
儀
礼
の
一
形
態
と
し

て
の
「
講
式
」
は
ど
う
い
う
も
の
か
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。

特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
説
明
す
る
式
文
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
の
式
文
は
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
、読
み
下
さ
れ
る
の
で
、

説
か
れ
る
意
味
を
耳
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
式
文
は
主
要
部
分
が
複
数
の
段
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
三
段
、
五
段
、
六
段
の
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こ
と
が
多
い
で
す
。
そ
の
前
に
表
白
文
が
付
き
、時
に
は
回
向
段
が
付
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
末
尾
に
は
、本
尊
を
た
た
え
る
偈
、伽
陀
、

あ
る
い
は
念
仏
が
付
い
て
お
り
、
そ
こ
の
部
分
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
人
が
全
員
で
唱
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
前

に
く
る
式
文
の
と
こ
ろ
は
指
導
者
的
な
立
場
の
人
が
唱
え
る
も
の
で
あ
り
、
段
末
の
偈
と
か
伽
陀
、
念
仏
、
こ
こ
は
全
員
で
唱
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
み
た
「
臨
終
行
儀
」
の
か
た
ち
そ
の
ま
ま
な
わ
け
で
す
。「
講
式
」
と
い
う
中
世
に
も
て
は

や
さ
れ
た
仏
教
儀
礼
の
出
発
点
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
「
二
十
五
三
昧
式
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
そ
れ
よ

り
先
の
「
臨
終
行
儀
」
が
そ
の
原
型
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
し
た
検
証
は
、
今
後
の
課
題
で
す
が
。

と
も
か
く
、
こ
う
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
『
普
賢
講
作
法
』
は
、
講
式
の
最
初
期
の
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

普
賢
の
十
の
教
え
を
そ
れ
ぞ
れ
説
く
十
の
段
か
ら
成
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
は
、
ま
ず
導
入
部
が
あ
り
、
そ
の
後
に
読
経
が
き
て
、

式
文
が
あ
る
。
そ
の
後
に
参
加
者
全
員
が
願
い
事
の
唱
和
を
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
迎
講
」
は
、
今
で
も
そ
こ
か
ら
変
容
し
た
形
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
當
麻
寺
の
練
供
養
な
ど
も
、
ル
ー
ツ

は
源
信
が
創
案
し
た
「
迎
講
」
に
あ
り
ま
す
。「
迎
講
」
は
、阿
弥
陀
仏
が
来
迎
し
て
く
る
場
面
を
演
劇
的
に
再
現
す
る
も
の
で
す
。『
楞

厳
院
二
十
五
三
昧
過
去
帳
』
の
源
信
伝
や
、『
大
日
本
国
法
華
験
記
』
に
あ
る
源
信
伝
に
も
「
迎
講
」
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
描
か
れ
る
「
迎
講
」
は
ご
く
素
朴
な
形
の
も
の
で
、
後
世
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
華
々
し
い
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
両
者
に
は
共
通
の
要
点
が
あ
り
ま
す
。
公
開
の
場
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
お
堂
の
中
で
僧
侶
だ
け
で
行
う
の
で
は
な
く
て
、

一
般
の
会
衆
が
参
加
で
き
る
開
か
れ
た
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
公
開
で
行
な
わ
れ
れ
ば
、
そ
こ

に
さ
ま
ざ
ま
な
層
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
み
な
を
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
視
覚
的
な
工
夫
、
聴
覚
的
な
工
夫
、

あ
る
い
は
演
劇
的
な
工
夫
を
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
工
夫
の
中
に
は
、
音
楽
的
な
要
素
も
明
ら
か
に
入
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
二
十
五
三
昧
会
の
結
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
良
陳

の
伝
記
の
中
に
、「
横
川
音
楽
」
と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
ま
す
。
良
陳
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
仲
間
の
一
人
が
比
叡
山
の
西
塔
の
辺
り
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で
横
川
音
楽
が
響
い
て
く
る
の
を
聞
い
た
と
い
う
記
述
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
横
川
音
楽
」
と
は
、
横
川
で
行
わ
れ
て
い
た
「
迎
講
」

に
伴
う
音
楽
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
迎
講
」
に
お
い
て
は
、
参
加
者
を
引
き
つ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
の
中
に
音
楽
が
使

わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
仲
間
の
死
を
告
げ
る
大
切
な
場
面
を
描
く
と
き
に
、
阿
弥
陀
の
来
迎
を
描
く
「
迎
講
」
を
あ
り
あ
り
と
想
起

さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
使
わ
れ
る
ほ
ど
、
迎
講
の
音
楽
は
印
象
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

最
後
に
「
釈
迦
講
」
で
す
。
時
期
的
に
は
、
こ
れ
が
最
も
遅
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
霊
山
院

釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
お
よ
び
『
霊
山
院
式
』
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
て
、
具
体
的
な
中
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

源
信
は
、
釈
迦
に
対
す
る
思
慕
の
念
を
強
く
も
っ
て
お
り
、「
釈
迦
講
」
は
、
釈
迦
の
教
え
を
慕
う
厳
粛
な
集
会
と
し
て
組
織
さ
れ

ま
し
た
。
横
川
の
奥
の
霊
山
院
に
釈
迦
堂
が
つ
く
ら
れ
、
堂
内
に
は
十
大
弟
子
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
十
大
弟
子
に
囲
ま
れ
る
よ
う

に
し
て
等
身
大
の
釈
迦
像
が
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
釈
迦
像
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
生
身
供
」
と
し
て
、
ま
る
で
生
き

て
い
る
釈
迦
に
仕
え
る
よ
う
に
、
当
番
を
決
め
て
日
々
お
仕
え
し
て
い
た
。
月
の
決
ま
っ
た
日
に
源
信
が
や
っ
て
き
て
、
釈
迦
の
教
え

を
皆
で
聴
聞
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
番
に
あ
た
る
者
が
す
べ
き
こ
と
は
、
規
定
で
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
供
物
を
ど
の
よ
う
に
捧
げ
る
か
、
ど

の
よ
う
に
勤
行
す
べ
き
か
、
釈
迦
像
の
前
で
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
何
か
、
厳
格
な
規

定
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
規
定
に
の
っ
と
っ
て
き
ち
ん
と
お
仕
え
す
る
こ
と
は
、
こ
の
講
に
参
加
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
る
種
、

喜
び
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
厳
格
な
定
め
を
自
分
は
誤
り
な
く
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
、
釈
迦
に
正
し
く
直
接
お
仕
え
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
場
で
リ
ア
ル
に
感
じ
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
思
い
を
共
に
し
た
者
同
士
の
結
束
が
つ
く
ら
れ

て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
釈
迦
講
」
の
中
で
も
「
声
」
は
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
読
経
は
必
須
で
す
し
、釈
迦
の
名
前
を
唱
え
る
こ
と
も
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
発
願
文
の
読
み
上
げ
が
あ
り
ま
す
。
参
集
者
み
な
で
読
み
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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音
読
は
独
特
な
効
果
を
も
っ
て
い
ま
す
。
黙
読
す
る
よ
り
も
声
に
出
し
て
読
む
方
が
、
よ
り
身
体
的
に
そ
の
中
身
を
理
解
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
経
験
に
て
ら
し
て
み
て
、
目
で
読
ん
だ
も
の
は
忘
れ
て
も
、
音
読
し
た
も
の
は
体
に
入
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
声
に
出
す
こ
と
で
、
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
釈
迦
講
」
の
要
項
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
発
願
文
を
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
者
み
な
で
読
み
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
参
加
者
ひ
と
り

ひ
と
り
に
、
釈
迦
の
教
え
を
と
も
に
受
け
る
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
釈
迦
講

の
場
で
は
、
音
の
制
限
も
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
不
要
な
言
葉
は
一
切
発
し
て
は
い
け
な
い
。
定
め
ら
れ
た
読
経
で
あ
る
と
か
、
称

名
で
あ
る
と
か
、
発
願
文
を
読
み
上
げ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
発
声
以
外
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
生
身
供
に
あ
た
る
と
き

は
一
切
無
言
で
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
厳
格
な
規
定
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
生
身
の
釈
迦
と
と
も
に
あ
る
厳
粛
な
場
、

と
い
う
臨
場
感
を
高
め
る
の
に
大
い
に
効
果
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
音
（
無
音
も
含
め
て
）
を
効
果
的
に
使
い
な
が
ら
、

厳
格
な
行
動
様
式
を
共
有
す
る
こ
と
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
共
同
体
意
識
は
、
強
く
人
々
を
ひ
き
つ
け
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
釈
迦

講
に
は
身
分
の
違
い
を
超
え
て
五
四
七
人
も
結
縁
し
た
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
源
信
が
率
い
た
講
活
動
は
、
二
十
五
三
昧
会
に
し
て
も
、
普
賢
講
に
し
て
も
、
迎
講
に
し
て
も
、
こ
の
釈
迦
講
に
し

て
も
、
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
身
体
活
動
、
と
り
わ
け
声
を
活
用
し
て
、
そ
こ
に
い
る
人
を
そ
の
場
に
巻
き
込

む
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
講
の
仲
間
同
士
の
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
仏
と
の
強
い
つ
な
が
り
意

識
が
醸
成
さ
れ
る
し
く
み
が
あ
る
こ
と
。
そ
こ
に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
が
声
で
す
。
と
も
に
仏
名
を
唱
え
る
、
経
を
読
む
、

誓
い
の
文
言
を
唱
え
る
、
あ
る
い
は
指
導
者
が
唱
え
て
い
る
教
え
に
耳
を
澄
ま
し
て
聞
く
と
か
、
そ
う
い
う
声
を
中
心
に
し
た
身
体
活

動
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
講
活
動
を
リ
ー
ド
し
、
中
心
人
物
と
し
て
関
与
し
て
き
た
源
信
に
と
っ
て
、
僧
と
し
て
の
経
験
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ

ど
、
声
が
持
っ
て
い
る
は
た
ら
き
か
け
の
力
、
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
力
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
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『
阿
弥
陀
経
略
記
』
を
著
し
た
と
き
に
は
、
声
を
出
す
念
仏
に
対
す
る
積
極
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

ま
と
め

源
信
の
念
仏
論
は
、
声
を
発
す
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
こ
の
効
果
に
つ
い
て
の
深
い
理
解
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
単
な
る
理

念
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
自
ら
の
行
体
験
に
立
脚
し
た
深
い
理
解
で
す
。
濁
世
末
代
に
生
き
て
い
る
自
分
の
よ
う
な
頑
迷
な
者
、
そ
れ
を

源
信
は
下
品
に
属
す
る
者
だ
と
は
っ
き
り
位
置
づ
け
ま
し
た
。
下
品
に
属
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
救
済
に
は
、
生
ま
れ
も
っ

た
そ
の
身
に
備
わ
る
根
源
的
な
能
力
に
よ
る
し
か
な
い
、
と
り
わ
け
声
を
放
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
と
い
う
こ
の
方
法
が
有
用
な
の
だ
と

結
論
し
た
と
考
え
ま
す
。
源
信
の
念
仏
論
は
、
晩
年
に
向
か
う
に
つ
れ
て
声
へ
の
信
頼
度
を
増
し
て
い
き
ま
す
。
実
践
者
と
し
て
の
経

験
を
重
ね
る
ほ
ど
に
、
声
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
力
へ
の
確
信
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

源
信
に
と
っ
て
は
、
実
践
活
動
と
理
論
や
教
学
と
い
う
も
の
は
、
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
し
た
。
実
践
活
動
の
基
盤
に

は
当
然
教
学
、
理
論
が
あ
り
ま
す
が
、
実
践
活
動
が
生
き
て
は
た
ら
く
た
め
に
は
、
儀
礼
と
し
て
の
説
得
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
説
得
力
を
も
た
せ
る
工
夫
が
必
要
で
し
た
。
そ
の
工
夫
に
は
、「
頑
魯
の
者
」
に
も
備
わ
る
身
体
能
力
が
活
用
さ
れ
、

と
り
わ
け
声
の
効
果
が
多
用
さ
れ
た
。
呼
び
か
け
て
は
応
え
る
、
を
繰
り
返
し
て
い
く
、
念
仏
を
何
回
も
繰
り
返
す
、
と
も
に
大
切
な

文
言
を
読
み
上
げ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
感
覚
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
感
覚
を
通
す
か
ら
こ
そ
訴
え
か
け
て
く
る
力
を

有
効
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
儀
礼
と
し
て
の
説
得
力
を
磨
き
上
げ
て
い
っ
て
、
実
践
活
動
を
重
ね
て
い
っ
た
。
そ
れ
が

ま
た
、
彼
の
念
仏
論
に
反
映
さ
れ
る
。
実
践
活
動
の
中
か
ら
思
想
や
理
論
の
進
化
も
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
源
信
は
、
実
践
活
動
と
理
論

と
を
常
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
自
分
の
思
想
を
深
め
る
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
救
済
論
の
土
台
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
あ
り
ま
す
。
身
体
と
そ
こ
に
備
わ
る
感
覚
に
訴
え
る
こ
と
で
生
じ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
儀
礼
の
力
が
、
実
践
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活
動
の
工
夫
も
生
み
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
た
教
学
の
深
化
に
も
通
じ
て
い
っ
た
と
い
う
構
図
が
描
け
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
お
そ

ら
く
源
信
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
宗
教
活
動
が
生
き
て
は
た
ら
く
た
め
の
一
つ
の
根
本
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
動
的
な
関
係
性

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ま
す
。

（
了
）




