
念

仏
　
と
　
呪
　
術

－
念
仏
n
呪
術
論
争
を
め
ぐ
っ

て
－

峰
　
　
島

旭
　
　
雄

45

　
小
論
の
副
題
に
い
う
念
仏
H
呪
術
論
争
と
は
、
こ
こ
二
、
三
年
な
い
し
数
年
の
範
囲
内
に
お
い
て
家
永
三
郎
博
士
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ

た
念
仏
無
用
論
、
な
ら
び
に
星
野
元
豊
教
援
に
よ
る
そ
の
反
駁
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
諸
家
の
論
争
の
す
べ
て
を
指

す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
著
・
論
文
・
主
張
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
た
が
ら
、
念
仏
の
定
義
、
呪
術
の
定
義
、
念
仏
と
呪
術
と

の
関
係
の
間
題
・
念
仏
は
呪
術
で
あ
る
と
の
主
張
、
念
仏
は
睨
術
で
な
い
と
の
主
張
等
々
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
題
に
い
う

「
念
仏
と
呪
術
」
の
間
題
を
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
な
く
と
も
、
こ
の
念
仏
H
呪
術
論
争
を
紹
介
．
解
説
し
、
か
つ
批
判
す
る
な
ら
ぱ
、
側

面
的
で
は
あ
る
が
、
　
「
念
仏
と
呪
術
」
の
間
題
の
解
明
に
な
ん
ら
か
の
寄
与
を
た
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
論
は
こ
の
よ
う
な
見
地

か
ら
で
き
る
だ
げ
資
料
を
整
理
し
て
紹
介
し
、
か
つ
若
干
の
間
題
点
を
指
橋
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
で
集
め
た
念
仏
…
呪
術
論
争
に
か
ん
す
る
資
料
に
も
と
づ
き
、
年
次
に
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
を
要
約
し

て
示
す
こ
と
に
L
よ
う
。

　
ω
　
家
永
三
郎
「
親
鷲
の
念
仏
－
親
鷲
の
思
想
の
歴
史
的
限
界
に
就
て
1
」
（
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
所
収
、
昭
和
三
十
年
一
月
増
補
版
）

　
こ
の
論
文
を
収
め
て
い
る
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
（
昭
和
二
十
二
年
八
月
初
版
）
は
博
士
の
鎌
倉
仏
教
研
究
の
三
部
作
「
親
鷲
の

宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
」
「
道
元
の
宗
教
の
歴
史
的
性
格
」
「
目
蓮
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
」
を
主
内
容
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と
す
る
論
文
集
で
、
博
士
の
そ
れ
以
前
の
論
著
『
上
代
仏
教
思
想
史
研
究
』
を
う
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
博
士
自
身
そ
の
序
に
お
い

て
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
げ
博
士
の
日
本
仏
教
史
研
究
の
最
後
の
目
標
は
親
鷺
、
な
い
し
親
鷺
を
ふ
く
む
鎌
倉
仏
教

に
あ
り
、
博
士
の
諾
種
の
研
究
は
い
わ
ば
親
鷲
の
研
究
へ
向
か
っ
て
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
さ
て
「
親
鷺

の
念
仏
」
は
、
右
の
三
主
要
論
文
に
附
せ
ら
れ
た
五
論
文
（
昭
和
三
十
年
一
月
増
補
）
の
一
つ
で
あ
り
、
す
で
に
そ
れ
よ
り
数
年
前
に
公

表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
博
士
自
身
も
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
　
「
歴
史
的
研
究
と
い
ふ
よ
り
は
、
仏
教
に
対
す
る
文
明
批
評
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
）

私
見
を
述
べ
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
私
見
な
る
が
ゆ
え
に
真
宗
教
学
の
正
統
を
継
ぐ
学
者
か
ら
の
批
判
が
起
こ
る
一
方
、
宗
教
哲
学
の
立

場
に
立
つ
一
部
の
学
者
か
ら
も
反
駁
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
家
永
博
士
は
、
こ
の
論
文
の
副
題
「
親
鷺
の
思
想
の
歴
史
的
限
界
に
就
て
」
の
示
す
ご
と
く
、
親
鷲
の
思
想
が
歴
史
的
な
限
定

を
う
げ
、
つ
い
に
そ
れ
を
超
克
で
き
な
か
っ
た
事
情
を
、
親
鷲
の
師
法
然
、
た
ら
び
に
潮
っ
て
源
信
の
念
仏
を
通
し
て
究
明
し
よ
う
と
す

る
。
　
「
親
鷺
の
念
仏
の
特
色
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
親
驚
の
思
想
の
源
流
と
な
っ
た
先
行
浄
土
家
の
そ
れ
と
比
較
す
る
の
が
、

　
　
　
到

最
も
捷
径
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
に
限
定
す
る
場
合
、
親
鷲
が
『
高
僧
和
讃
』
の
中
で
先
徳
と
し
て
挙
げ
て
い
る
源
信
と
法
然
を
取

り
上
げ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
源
信
の
念
仏
は
『
往
生
要
集
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
礼
拝
・
讃
歎
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
の
五

門
の
う
ち
と
り
わ
げ
観
察
に
も
と
づ
く
観
念
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
法
然
は
観
念
の
念
仏
を
否
定
し
て
、
口
称
の
念
仏
を

説
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
法
然
に
お
い
て
口
称
念
仏
と
い
う
と
き
、
口
称
と
い
う
行
に
重
き
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
基
礎
に
あ
る
仏
の

本
願
に
た
い
す
る
糧
依
の
念
に
重
き
を
置
く
か
、
ま
た
一
念
の
念
仏
で
足
り
る
か
、
多
念
の
相
続
を
必
要
と
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
明
白

で
な
く
、
法
然
の
減
後
、
こ
れ
ら
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
安
心
派
と
起
行
派
、
一
念
義
と
多
念
義
の
分
裂
を
惹
起
し
た
。
親
鷲
は
明
ら
か

に
安
心
派
に
ぞ
く
し
、
一
念
義
の
影
響
の
も
と
に
、
信
心
為
本
の
立
場
に
到
達
し
、
浄
土
真
宗
の
真
髄
を
信
心
に
求
め
、
信
を
中
心
と
す

る
浄
土
教
の
再
編
成
を
お
こ
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
「
観
念
の
念
仏
か
ら
口
称
の
念
仏
へ
、
口
称
の
念
仏
か
ら
一
行
の
信
へ
と
い
ふ
展
開
の
過
程
は
、
浄
土
教
の
内
面
化
・
易

行
化
の
径
路
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
宗
教
と
し
て
の
本
質
的
な
も
の
に
肉
迫
し
て
行
く
過
程
と
し
て
、
重
要
な
意
義
が
あ
る
｝
」
と
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

取
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
歎
異
抄
』
第
三
章
に
説
か
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
悪
人
正
因
謝
や
第
九
章
に
見
え
る
唯

　
　
　
　
5
〕

円
と
の
間
答
は
、
念
仏
を
唱
え
て
も
な
お
金
剛
の
信
心
の
得
ら
れ
ぬ
凡
夫
に
た
い
し
て
こ
そ
如
来
の
悲
願
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
逆
説
的
な
救
済
の
端
緒
が
あ
る
。
だ
が
親
鷲
は
、
こ
の
よ
う
に
信
心
の
獲
得
に
絶
望
し
つ
つ
も
、
そ
の

絶
望
を
絶
望
の
ま
ま
に
推
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
逆
説
的
な
救
済
の
具
体
相
の
説
明
を
遂
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
親
鷺
ほ
ど

深
い
現
塞
諦
視
に
裏
付
け
ら
れ
た
思
想
の
持
主
は
少
な
く
、
か
れ
に
は
教
会
の
伝
統
の
拘
束
を
一
郵
し
た
自
由
思
想
家
の
面
影
さ
え
う
か

が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
か
れ
も
ま
た
敬
度
な
る
仏
門
の
子
と
し
て
伝
統
の
制
約
は
つ
い
に
超
克
し
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

悪
人
正
因
説
を
そ
の
教
義
組
織
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
信
心
を
も
っ
て
衆
生
の
自
覚
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
如
来
の
廻
向
に

基
づ
く
も
の
、
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
と
し
て
、
口
称
の
念
仏
行
を
捨
て
ず
　
行
と
信
と
を
並
列
す
る
大
行
説
を
案
出
し
て
、

伝
統
と
妥
協
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
家
永
博
士
は
親
鷲
の
念
仏
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
念
罪
の
立
場
と
念
仏
無
用
論
を
引
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

法
然
は
浄
土
の
荘
厳
を
観
ず
る
こ
と
の
無
意
味
を
悟
っ
て
、
色
相
を
名
号
に
置
き
換
え
、
親
鷲
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
浄
土
の
荘

厳
や
仏
の
名
号
を
念
ず
る
の
で
は
な
く
、
自
已
の
煩
悩
を
直
視
す
る
こ
と
を
教
え
た
。
こ
こ
に
「
自
已
の
罪
深
き
こ
と
を
直
視
す
る
の
が

大
悲
大
願
を
信
じ
得
る
た
め
の
唯
一
の
活
路
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
く
念
罪
V
の
教
の
名
に
ふ
さ
は
し
い
新
し
い
立

　
6
〕

場
」
が
成
立
し
た
。
「
念
レ
仏
」
と
い
う
在
来
の
方
向
か
ら
す
れ
ば
こ
の
「
念
レ
罪
」
と
い
う
方
向
は
ま
さ
に
「
百
八
十
度
の
転
回
」
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
人
問
の
杜
会
的
実
践
↓
罪
障
の
自
覚
↓
信
の
決
定
と
い
う
、
念
罪
を
軸
と
す
る
信
仰
の
構
造
の
中
に

は
、
称
名
念
仏
な
ど
の
位
置
す
る
余
地
は
な
い
。
「
念
仏
と
い
ふ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
く
ち
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
た
ふ
る
の
み
に
あ
ら
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ず
。
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
わ
れ
ら
が
南
無
の
機
に
を
い
て
、
十
劫
正
覚
の
刹
那
よ
り
成
じ
い
り
た
ま
ひ
け
る
も
の
を
と
い
ふ
信
心
の
お
こ
る

を
念
仏
と
い
ふ
な
り
。
」
「
も
の
ぐ
さ
解
怠
な
ら
ん
と
き
は
、
と
な
へ
ず
念
ぜ
ず
し
て
夜
を
あ
か
し
日
を
く
ら
す
と
も
、
他
力
の
信
心
本
願

に
の
り
ゐ
な
ぱ
、
仏
体
す
た
は
ち
長
蒔
の
行
た
れ
ぼ
、
さ
ら
に
た
ゆ
む
こ
と
な
く
間
断
な
き
行
体
な
る
ゆ
へ
に
、
名
号
す
な
は
ち
無
為
常

住
な
り
と
こ
こ
ろ
う
る
な
り
」
の
言
葉
の
中
に
は
は
っ
き
り
と
念
仏
無
用
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
前
述
の
ご
と
く
、
親
驚
は

「
つ
ね
に
念
仏
あ
ざ
や
か
に
申
せ
ぱ
、
念
仏
よ
り
し
て
信
心
の
ひ
か
れ
て
い
で
く
る
也
」
と
い
う
法
然
の
遺
教
を
深
く
体
し
、
伝
統
と
妥

協
し
て
自
己
の
論
理
を
歪
曲
し
、
こ
の
念
罪
・
念
仏
無
用
論
の
道
を
た
だ
一
す
じ
に
進
む
べ
き
と
こ
ろ
を
、
こ
の
道
を
体
験
し
感
知
し
な

が
ら
も
退
き
は
ず
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
親
鷲
を
祖
と
す
る
後
世
の
真
宗
教
団
に
目
を
転
ず
る
と
、
そ
こ
に
は
念
仏
即
因
襲
的

行
儀
の
形
体
し
か
な
い
。
親
鷺
に
は
ま
だ
右
の
ご
と
き
体
験
が
あ
り
苦
し
み
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
後
世
の
真
宗
教
団
は
親
鷲
の

峻
厳
た
思
索
を
平
板
化
し
世
俗
的
権
力
と
妥
協
し
、
日
本
杜
会
の
歴
史
的
進
展
の
た
め
に
な
ん
ら
の
寄
与
を
も
な
し
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
開
祖
親
驚
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
致
命
的
な
欠
陥
が
次
第
に
か
か
る
結
果
を
露
呈

せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
致
命
的
欠
陥
と
は
な
に
か
。
「
念
仏
行
へ
の
執
着
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
親
鷲
は
念
仏
の
教
を
媒
介
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

て
そ
の
偉
大
な
宗
教
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
念
仏
は
親
鷲
に
と
っ
て
く
蹟
き
の
石
V
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
。

　
以
上
が
家
永
博
士
の
所
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
は
念
仏
…
呪
術
論
争
に
お
い
て
星
野
元
豊
教
授
な
ど
か
ら
反
論
が
出
て
い
る

し
、
ま
た
親
鷲
の
念
仏
の
捉
え
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
異
論
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
ら
は
後
述
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
②
　
家
永
三
郎
「
呪
術
は
生
き
て
い
る
1
念
仏
は
仏
教
の
将
来
を
左
右
す
る
ー
」
（
『
中
外
目
報
』
昭
和
三
十
四
年
六
月
十
九
目
号
）

　
こ
の
一
文
の
中
で
は
念
罪
や
念
仏
無
用
論
と
い
亘
言
葉
は
直
接
用
い
ら
れ
て
い
た
い
。
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
念
仏
却
呪
術
論
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
ほ
ぽ
次
の
ご
と
く
要
約
さ
れ
る
。

　
お
寺
で
は
葬
式
の
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
、
棺
前
読
経
が
奇
妙
な
節
廼
し
を
つ
け
て
よ
ま
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
宗
教
の
名
に
値
い
し
な
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い
呪
術
で
あ
る
。
律
令
時
代
の
鎮
護
国
家
の
法
令
が
す
で
に
呪
術
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
加
持
祈
薦
は
明
ら
か
に
呪
術
で
あ
る
。
鎌
倉
新

仏
教
の
念
仏
と
唱
題
も
ま
た
呪
術
で
あ
る
。
「
法
然
は
く
信
心
V
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
呪
術
よ
り
宗
教
へ
の
転
換
の
道
に
勇
敢
に

ふ
み
切
っ
た
。
親
驚
は
く
行
V
に
対
す
る
く
信
V
を
前
面
に
お
し
出
し
て
呪
術
よ
り
の
離
脱
を
完
遂
す
る
か
と
思
わ
れ
る
飛
躍
を
敢
て
し

た
。
鎌
倉
新
仏
教
の
画
期
的
意
義
を
私
は
そ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
法
然
は
も
と
よ
り
、
親
鷲
さ
え
も
、
口
称
念
仏
に
固
執
し
て
つ

い
に
呪
術
と
縁
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。
　
こ
ん
に
ち
科
学
の
発
達
と
杜
会
の
合
理
化
が
ま
だ
十
分
で
な
い
点
が
残
っ

て
い
る
か
ら
呪
術
が
残
存
し
て
い
る
が
、
科
学
の
発
達
と
杜
会
の
合
理
化
が
十
分
に
達
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
呪
術
の
無
用
化
」
が
生
ず

る
。
「
遠
い
将
来
ま
で
仏
教
が
そ
の
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ぼ
、
そ
の
呪
術
性
を
清
算
し
て
真
の
く
宗
教
V
に
転
化
す
る
ほ
か
、

残
さ
れ
た
道
は
た
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
こ
の
一
文
は
、
ω
に
掲
げ
た
博
士
の
再
論
と
併
せ
て
再
考
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ω
の
「
親
驚
の
念
仏
」
と
も
関
連
さ
せ
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
③
　
水
上
　
莫
「
念
仏
を
廃
止
せ
よ
ー
慣
習
は
呪
術
を
呼
ぶ
ー
」
（
『
中
外
』
同
年
六
月
二
十
一
目
号
）

　
こ
れ
は
家
永
博
士
の
主
張
に
つ
づ
い
て
現
わ
れ
た
主
張
で
あ
る
が
、
『
歎
異
抄
」
第
九
章
の
唯
円
と
の
間
答
に
依
処
し
、
真
宗
僧
侶
と

し
て
の
現
実
の
苦
悩
と
対
決
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
は
二
人
の
対
話
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
筋
を
た
ど
る
と
次
の
ご

と
く
に
な
る
。
真
宗
の
僧
侶
と
し
て
念
仏
を
み
ず
か
ら
も
申
し
、
人
に
も
す
す
め
て
い
る
が
、
肝
心
の
自
分
に
念
仏
を
申
し
て
よ
ろ
こ
ぶ

と
い
う
気
持
が
湧
か
な
い
。
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
と
い
う
よ
り
念
仏
に
な
や
ま
さ
れ
て
い
る
。
念
仏
を
呪
術
と
考
え
た
り
、
名
号
を
暗
号
と

考
え
た
り
し
た
く
な
い
げ
れ
ど
も
、
念
仏
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
か
え
っ
て
そ
れ
が
邪
魔
に
な
る
。
怠
惰
な
習
憤
に
し
た
が

っ
て
、
あ
る
い
は
自
已
の
職
業
を
捨
て
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
こ
の
ま
ま
念
仏
を
唱
え
つ
づ
げ
る
べ
き
か
。
い
っ
そ
呪
術
の
よ
う
に
思
え

る
念
仏
を
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
か
。
そ
の
ほ
う
が
自
己
自
身
に
と
っ
て
忠
実
で
は
な
い
か
。
　
『
歎
異
抄
』
で
も
「
踊
躍
歓
喜
の
心
を
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ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
L
と
の
唯
円
の
述
懐
が
あ
り
、
親
鷲
も
こ
れ
に
同
情
し
て
「
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
一
応
答
え
て
い
る
で
ぱ
な

い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
種
の
「
念
仏
廃
止
の
宣
言
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
念
仏
や
呪
術
の
概
念
規
定
が
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ω
　
犬
江
淳
誠
「
悪
し
き
目
に
は
く
呪
術
V
I
念
仏
は
頂
戴
す
る
も
の
で
あ
る
i
」
（
『
中
外
』
同
年
六
月
二
十
五
目
号
）

　
こ
れ
は
家
永
博
士
の
主
張
に
た
い
し
反
駁
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
一
文
で
あ
る
。
　
「
こ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
は
真
宗
の
線
を
は
ず
れ
て
し

ま
う
」
と
い
う
き
わ
め
て
正
統
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
『
正
像
末
和
讃
」
に
、
「
智
慧
■
念
仏
サ
ヅ
ケ
シ

ム
」
と
あ
り
、
『
首
楊
厳
経
ニ
ヨ
リ
テ
大
勢
至
菩
薩
和
讃
シ
ク
テ
マ
ツ
ル
八
首
」
の
第
八
首
に
「
念
仏
ノ
ヒ
ト
ヲ
摂
取
シ
テ
、
浄
土
二
帰

セ
シ
ム
ル
ナ
リ
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
阿
弥
陀
如
来
よ
り
頂
戴
す
る
念
仏
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
正
信
念
仏
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』

化
身
土
文
類
に
は
っ
き
り
「
弥
々
斯
レ
ヲ
善
愛
シ
、
特
二
斯
レ
ヲ
頂
戴
ス
ナ
リ
」
と
出
て
い
る
。
如
来
は
凡
夫
に
正
信
念
仏
を
あ
た
え
よ

う
と
し
て
い
つ
も
喚
び
か
げ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
に
随
順
す
る
と
こ
ろ
に
信
心
が
現
わ
れ
、
念
仏
が
現
わ
加
る
。
か

か
る
信
心
や
念
仏
を
如
来
の
廻
向
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
た
ん
な
る
理
屈
や
文
字
の
解
釈
で
は
な
く
、
「
生
き
生
き
と
し
た
日
々
の
暮

し
の
う
ち
に
出
て
く
る
味
い
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
得
る
者
こ
そ
「
真
宗
の
行
人
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
大
江
博
士
の
こ
の
所
論
は
た
し
か
に
正
統
的
な
主
張
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
立
場
を
敷
術
し
て
論
究
す
る
こ
と
、
と
り
わ
げ
家
永
博

士
の
主
張
に
た
い
し
て
答
え
る
よ
う
な
方
式
で
展
開
す
る
こ
と
、
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
間
題
は
こ
の
先
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
⑤
　
坂
本
　
弘
「
念
仏
は
果
し
て
呪
術
か
－
念
仏
の
二
つ
の
方
向
に
つ
い
て
ー
」
（
一
．
中
外
』
同
年
七
月
一
目
号
）

　
こ
の
一
文
は
他
の
諸
論
文
の
う
ち
で
も
き
わ
め
て
明
快
に
し
て
説
得
力
が
あ
り
、
か
つ
家
永
博
士
の
主
張
に
直
接
答
え
る
も
の
を
も
っ
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て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
副
題
の
示
す
通
り
、
念
仏
の
二
つ
の
方
向
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
念
仏
な
い
し
呪
術

の
概
念
規
定
に
注
意
を
は
ら
い
、
こ
の
一
文
全
体
が
同
時
に
そ
れ
ら
の
概
念
規
定
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
　
「
卒
然
と
念
仏
一
般
に

つ
い
て
そ
れ
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
無
理
」
が
あ
り
、
ま
た
「
念
仏
に
関
し
て
呪
術
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
場
合
、
や
は
り
そ

の
意
味
を
明
か
に
し
て
お
く
必
要
」
が
あ
る
と
し
、
次
の
ご
と
く
論
を
す
す
め
て
い
る
。
念
仏
と
い
う
と
き
、
そ
の
背
後
に
「
潜
勢
的
な

た
に
も
の
か
」
が
信
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
た
に
も
の
か
」
を
い
か
に
受
け
取
る
か
に
よ
っ
て
二
つ
の
方
向
が
分
岐
す
る
。
第
一
は
こ

の
「
な
に
も
の
か
」
を
呪
力
的
に
受
け
取
る
方
向
で
、
経
釈
の
脈
絡
か
ら
か
っ
て
に
魔
事
降
伏
・
鬼
神
護
持
・
減
罪
生
善
な
ど
を
切
断
し

て
取
り
出
し
、
そ
の
利
益
の
ゆ
え
に
念
仏
を
受
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
呪
力
思
念
で
あ
っ
て
呪
術
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

呪
術
は
呪
力
を
用
い
て
意
識
的
強
制
的
に
な
ん
ら
か
の
結
果
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
具
体
的
な
テ
ク
ニ
ヅ
ク
で
あ
り
、
呪
力
思
念
は
呪
術

成
立
の
有
力
な
条
件
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
条
件
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
念
仏
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
「
潜
在
的
に
呪
術
を
や
ど

し
て
い
る
」
に
と
ど
ま
る
。
け
れ
ど
も
、
巫
術
や
呪
術
の
素
地
の
あ
る
わ
が
国
で
は
、
こ
れ
が
具
体
的
に
呪
術
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る

こ
と
（
念
仏
の
呪
術
化
）
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
葬
送
、
死
霊
・
悪
霊
の
鎮
撰
、
疫
神
の
追
散
な
ど
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
二
の

方
向
は
「
は
る
か
の
高
み
」
す
な
わ
ち
生
死
の
間
題
に
向
か
う
。
こ
の
場
合
念
仏
の
意
義
は
「
人
を
し
て
よ
く
出
離
生
死
せ
し
め
る
」
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
方
向
の
第
一
は
天
台
・
禅
・
基
言
等
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
修
行
の
方
法
」
と
し
て
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
の
二
は

念
仏
思
想
の
本
流
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
「
往
生
浄
土
の
行
」
と
し
て
の
念
仏
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
念
仏
は
ま
さ
し
く
阿
弥
陀
如
来
か
ら

差
し
向
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
へ
の
遺
で
あ
る
。
こ
の
方
向
に
お
い
て
は
、
「
罪
業
的
煩
悩
的
自
己
の
自
覚
に
立
っ
て
信

を
通
じ
て
ど
こ
ま
で
も
阿
弥
陀
の
願
心
に
深
ま
り
徹
し
よ
う
と
す
る
」
。
こ
の
流
れ
の
代
表
は
い
う
ま
で
も
な
く
法
然
と
親
驚
で
あ
る
が
、

と
く
に
親
鷲
は
、
「
徹
底
し
た
内
観
に
立
っ
て
こ
の
信
な
る
事
態
現
成
の
原
理
と
構
造
と
を
存
在
論
的
に
深
く
究
明
」
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
内
観
と
い
っ
て
も
た
ん
に
思
索
的
で
は
な
く
「
真
執
な
念
仏
の
実
践
の
上
に
」
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
を
簡
単
に
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図
示
す
れ
ぱ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

念
仏
川
「
な
に
も
の
か
」
を
信
ず
る
ー

　
「
な
に
も
の
か
」
の
受
げ
取
り
方

○
呪
力
的
に
H
潜
在
的
に
呪
術
↓
具
体
的
に
呪
術
（
念
仏
の
呪
術
化
）
－
下
へ
の
方
向
（
幅
ひ
ろ
い
底
流
）

　
　
　
　
　
　
　
一
簸
輸
一
一
鑑
鱗
鉾
糾
陰
念
仏
一

雲
間
題
－
し
一
n
帥
嘗
㍗
一
一
好
㍑
竺
上
一
一
方
向
一
少
警
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
然
・
親
驚

　
坂
本
教
授
の
こ
の
一
文
に
ふ
く
ま
れ
る
方
向
や
態
度
は
、
の
ち
に
星
野
元
豊
教
授
が
宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
展
開
す
る
論
究
に
接
近
し

て
い
る
。

　
⑥
　
村
寺
　
修
「
念
仏
の
呪
術
性
を
反
省
す
る
－
家
永
博
士
の
所
論
に
一
学
徒
と
」
て
－
L
（
『
中
外
』
同
年
七
月
八
目
号
）

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
家
永
博
士
の
所
論
に
心
が
「
強
く
引
か
れ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
は
呪
術
的
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

う
語
が
し
ぱ
し
ぱ
出
て
く
る
。
「
念
仏
を
口
称
す
る
と
い
う
事
実
…
－
こ
れ
は
習
慣
的
で
あ
り
、
義
務
的
で
あ
り
呪
術
的
要
素
が
強
く
、

そ
の
口
称
は
た
だ
の
発
声
音
で
、
ア
ー
メ
ン
と
称
す
る
も
何
等
の
変
化
も
な
い
」
　
「
念
仏
の
有
難
さ
…
…
難
解
空
言
葉
で
そ
の
教
義
を
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

開
さ
れ
、
何
ら
反
省
も
な
い
天
下
り
的
、
呪
術
的
念
仏
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
」
　
「
招
喚
の
勅
命
に
随
順
し
え
た
も
の
の
念
仏
、
所
謂
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

リ
ー
ト
の
念
仏
は
確
か
に
純
粋
な
も
の
で
あ
る
と
納
得
し
え
て
も
、
呪
術
的
念
仏
で
あ
る
と
意
識
せ
ざ
る
を
え
ぬ
自
分
の
如
き
マ
ス
の
念

仏
は
如
何
に
解
す
べ
き
か
」
。
と
く
に
こ
の
最
後
の
言
葉
は
大
江
博
士
の
所
論
へ
の
批
判
で
あ
り
、
　
エ
リ
ー
ト
の
念
仏
と
マ
ス
の
念
仏
と

い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ス
の
念
仏
、
た
だ
天
下
り
的
念
仏
を
習
慣
的
に
発
音
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
念
仏
が
呪

術
的
で
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
　
エ
リ
ー
ト
の
念
仏
を
説
く
老
に
特
有
な
難
解
な
表
現
、
「
ド
グ
マ
で
念
仏
の
絶
対
性
を
論
ぜ
ん
と
す
る
こ
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と
L
が
「
呪
術
的
念
仏
へ
の
道
」
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
と
さ
え
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
易
行
道
と
い
わ
れ
る
念
仏
行
を
、
呪
術
的
念
仏

に
堕
す
る
こ
と
を
脱
れ
よ
う
と
し
て
苦
悶
す
る
自
已
自
身
の
体
験
か
ら
、
む
し
ろ
難
行
道
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。

　
こ
の
主
張
に
お
い
て
も
相
変
ら
ず
呪
術
の
概
念
規
定
が
明
確
で
な
い
。

　
ω
　
木
村
真
証
「
”
疑
い
”
は
此
処
か
ら
く
る
－
念
仏
に
お
け
る
信
と
不
信
I
」
（
『
中
外
』
同
年
七
月
八
目
号
）

　
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
立
論
と
は
別
の
観
点
か
ら
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
間
題
を
ひ
ろ
い
視
野
に
う
つ
し
、
念
仏
否
定
論

は
念
仏
の
前
提
た
る
如
来
の
実
在
、
浄
土
の
存
在
の
否
定
を
意
味
す
る
が
、
来
世
を
否
定
し
て
は
た
し
て
念
仏
は
あ
る
か
、
仏
教
も
宗
教

も
成
立
す
る
か
、
と
間
う
の
で
あ
る
。
氏
の
主
張
に
よ
る
と
、
来
世
の
有
無
こ
そ
宗
教
の
成
立
如
何
を
決
定
す
る
必
要
に
し
て
十
分
な
条

件
で
あ
る
。
極
楽
も
阿
弥
陀
仏
も
な
け
れ
ぱ
念
仏
は
人
を
救
う
力
を
も
ち
え
な
い
。
初
期
念
仏
門
の
人
び
と
は
仏
や
浄
土
の
存
在
に
つ
い

て
疑
問
を
い
だ
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
代
は
そ
う
で
は
た
い
。
仏
の
実
在
、
浄
土
の
存
在
そ
の
も
の
に
疑
い
が
も
た
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
「
浄
土
や
仏
は
認
め
つ
つ
も
念
仏
だ
け
で
果
し
て
救
わ
れ
る
か
と
い
う
念
仏
者
の
疑
い
（
不
安
）
」
と
、
「
浄
土
も
仏
も
事

実
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
前
者
は
機
の
深
信
よ
り
繭
す
疑
い
あ
り
、
後
者
は
三
宝
へ
の

帰
依
に
た
い
す
る
不
信
で
あ
る
。
上
来
の
念
仏
否
定
論
は
こ
の
点
に
目
を
向
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
自
已
矛
盾
が

あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
氏
の
所
論
は
念
仏
論
の
前
提
を
衝
い
て
い
る
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
。

　
⑧
　
須
藤
隆
仙
「
念
仏
呪
術
説
の
つ
ま
ず
き
ー
口
称
行
と
呪
術
と
の
根
本
間
題
1
」
（
『
中
外
』
同
年
七
月
十
七
目
号
）

　
こ
れ
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
浄
土
真
宗
の
側
か
ら
の
主
張
・
反
論
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
浄
土
宗
か
ら
の
ポ
レ
、
、
、
ス
ト
が
登
場

す
る
。
こ
れ
ま
で
の
諸
論
が
い
ず
れ
も
㈲
に
掲
げ
た
家
永
博
士
の
主
張
に
た
い
す
る
直
接
的
な
反
響
で
あ
っ
た
の
に
た
い
L
、
須
藤
氏
は

「
家
永
博
士
の
こ
の
所
論
が
今
頃
間
題
と
た
っ
て
い
る
の
を
、
実
は
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
」
と
し
、
ω
に
掲
げ
た
家
永
博
士
の
論
著
に
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博
士
の
今
同
の
主
張
の
根
が
あ
る
こ
と
を
的
確
に
指
摘
し
、
前
者
は
後
者
の
詳
論
で
あ
る
こ
と
に
ま
ず
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
氏
の
所

論
は
こ
う
で
あ
る
。
博
士
が
棺
前
読
経
を
呪
術
と
す
る
ぱ
か
り
で
た
く
、
口
称
行
を
も
呪
術
と
断
じ
た
と
こ
ろ
に
今
回
の
論
争
の
核
心
が

あ
る
。
し
か
し
、
博
士
が
「
［
一
称
行
を
睨
術
と
見
な
し
た
こ
と
」
は
卓
見
で
あ
る
。
念
仏
は
す
で
に
「
呪
術
的
性
格
へ
と
逆
向
し
て
い
っ

た
」
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
博
士
の
所
説
を
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
念
仏
は
「
本
覚
と
い
う
字
宙
の
真
理
と
、
我
々
人
問
と
を
結

ぶ
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
間
に
口
称
行
が
登
上
し
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
「
原
始
宗
教
に
於
け
る
呪
術
と
は
勿
論
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
性
格
に
於
い
て
は
呪
術
性
を
も
つ
も
の
」
と
婦
緕
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
念
仏
に
よ
っ
て
信
心
が
起
き
る
と
す
る
法
然
の
場
合
も
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
「
客
観
的
に
は
呪
術
の
形
式
を
と
る
も
の
」
と
さ
れ
よ
う
。
次
に
家
永
博
士
は
科
学
の
発
達
と
杜
会
の
合
理
化
と
が
呪

術
を
無
用
化
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
「
人
間
そ
の
も
の
」
の
間
題
と
し
て
、
人
問
に
は
ど
う
し
て
も
、
「
あ
る
特
定
の
世

界
と
、
そ
れ
を
関
係
づ
げ
得
る
人
間
と
の
、
そ
の
聞
に
不
可
欠
の
く
と
も
ず
な
V
た
る
口
称
と
の
関
係
」
が
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
念
仏

と
い
う
一
つ
の
技
術
方
法
な
く
し
て
は
そ
の
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
人
間
そ
の
も
の
」
の
問
題
が
あ
る
。
「
呪
術
と
い
う
一
つ

の
技
術
た
く
し
て
、
果
し
て
如
何
な
る
方
法
が
宗
教
の
世
界
に
残
さ
れ
て
く
る
か
」
。
家
永
博
士
の
蹟
き
は
、
「
念
罪
」
た
る
も
の
を
説

き
、
杜
会
的
実
践
の
中
に
罪
の
自
覚
が
出
て
く
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
「
博
士
は
た
だ
簡
単
に
罪
の
自
覚
が
出
て
く
る
も
の
と
思
っ
て
い

る
」
よ
う
で
あ
る
が
、
宗
教
の
世
界
に
お
け
る
人
間
意
識
（
罪
感
を
も
ふ
く
め
）
は
か
た
ら
ず
宗
教
的
技
術
（
口
称
行
．
身
苦
行
．
参
禅

行
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
「
口
称
行
は
呪
術
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
る
が
故
に
却
っ
て
呪
術
を
超
破
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
い
た
い
。

　
右
の
所
論
に
は
種
々
た
る
間
題
点
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
□
一
称
行
を
と
に
か
く
呪
術
と
認
め
た
こ
と
に
た
い
し

て
ば
宗
乗
の
学
者
か
ら
反
論
が
出
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
⑪
に
掲
げ
た
家
永
博
士
の
再
論
で
も
触
れ
て
い
る
ご
と
く
、
口
称
行
を
一
つ

の
技
術
と
み
な
す
こ
と
に
は
技
術
の
概
念
規
定
の
う
え
で
問
題
が
あ
る
。
ま
た
全
般
を
通
じ
て
や
は
り
呪
術
の
概
念
規
定
が
か
な
ら
ず
し
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も
明
確
で
は
な
い
。
最
後
に
「
口
称
行
は
呪
術
」
で
あ
っ
て
も
「
却
っ
て
呪
術
を
超
彼
す
る
」
こ
と
の
詳
論
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
　
「
呪
術
と

見
て
も
、
そ
の
呪
術
の
総
体
的
活
動
を
見
て
い
か
な
け
れ
ぼ
」
と
か
、
「
口
称
の
位
置
だ
げ
ぱ
も
っ
と
複
雑
に
展
開
す
る
も
の
」
と
い
う

言
説
の
う
ち
に
詳
論
へ
の
手
が
か
り
が
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
一
文
の
副
題
が
「
口
称
行
と
呪
術
と
の
根
本
問
題
」
で
あ
っ

た
だ
け
に
、
「
紙
数
の
関
係
で
そ
こ
ま
で
詳
述
で
き
な
い
」
の
は
氏
と
と
も
に
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
が
家
永
博
士
の
原
薯
に

さ
か
の
ぼ
り
、
そ
・
」
か
ら
立
ち
か
え
っ
て
こ
の
論
を
た
し
て
い
る
・
」
と
、
博
士
の
「
念
罪
」
－
罪
の
自
覚
が
簡
単
に
出
て
く
る
こ
と
－

に
た
い
し
て
宗
教
の
世
界
の
独
自
性
を
説
い
て
反
駁
し
て
い
る
点
な
ど
に
は
、
敬
意
を
さ
さ
げ
た
い
。

　
⑨
　
曾
我
量
深
「
道
は
わ
か
れ
る
1
念
仏
に
は
呪
術
要
素
も
1
」
（
『
中
外
』
同
年
七
月
二
十
九
目
号
）

　
こ
こ
で
は
ま
ず
歴
史
的
な
観
点
か
ら
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
家
永
博
士
の
念
仏
呪
術
説
も
歴
史
学
宗
教
学
的
に
は
承
認
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
念
仏
の
起
源
を
求
め
れ
ぱ
仏
教
以
前
、
仏
教
以
外
に
お
よ
び
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

阿
弥
陀
仏
や
本
願
念
仏
に
つ
い
て
も
ペ
ル
シ
ア
な
ど
の
宗
教
の
影
響
を
受
げ
て
い
る
と
す
る
説
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
の
中

に
呪
術
的
要
素
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
大
切
た
こ
と
は
、
呪
術
的
要
素
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
念
仏
の

不
純
性
を
帰
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
本
願
成
就
の
名
号
で
あ
り
、
称
名
念
仏
を
大
行
と
い
う
。
そ
し

て
、
こ
の
大
行
の
う
え
に
立
つ
信
を
正
信
、
真
信
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
意
味
で
の
念
仏
で
な
く
、
「
我
の
分
別
に
よ
っ
て
称

え
る
念
仏
」
な
ら
ぱ
呪
術
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
場
合
は
正
信
と
は
い
わ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
因
縁
和
合

し
、
機
法
一
体
と
な
る
そ
の
絶
対
現
在
の
事
実
の
自
覚
が
大
行
、
即
ち
称
名
念
仏
で
あ
る
時
」
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
呪
術
と
い
え
よ
う
か
。

な
お
、
「
正
し
く
教
え
る
な
ら
ぱ
呪
術
的
に
称
え
ら
れ
て
い
た
念
仏
が
ま
こ
と
の
念
仏
に
帰
入
し
て
ゆ
く
こ
と
は
十
分
可
能
■
一
で
あ
る
。

　
㈹
念
仏
に
呪
術
的
要
素
を
認
め
る
。
㈲
し
か
し
正
信
と
し
て
の
念
仏
に
は
な
ん
ら
障
害
と
な
ら
た
い
。
ω
呪
術
的
念
仏
を
頁
の
念
仏
へ

教
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
こ
の
論
の
要
点
で
あ
ろ
う
。
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⑩
　
勝
岡
廓
善
「
念
仏
の
非
呪
術
的
展
開
ー
シ
ュ
ラ
ド
ハ
ー
か
ら
ブ
ラ
サ
ー
ダ
ヘ
ー
」
（
『
中
外
』
同
年
八
月
十
九
目
号
）

　
法
然
の
念
仏
は
称
名
念
仏
で
あ
っ
て
称
名
正
因
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
親
鷺
の
念
仏
は
信
心
念
仏
で
あ
っ
て
信
心
正
因
で
あ
る
。
天
台

か
ら
法
然
へ
、
法
然
か
ら
親
驚
へ
と
「
三
段
転
入
の
飛
躍
的
展
回
過
程
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
あ
ら
わ
せ
ぱ
、
恩
寵
・

恵
み
の
信
心
の
プ
ラ
サ
ー
ダ
（
肩
塞
乱
印
）
か
ら
自
力
訓
練
の
信
心
の
シ
ニ
フ
ド
ハ
ー
（
肌
墨
竃
訂
）
へ
の
転
換
で
あ
る
。
親
鷲
が
「
信
」

を
先
決
的
に
打
ち
出
し
、
「
信
」
を
重
要
視
し
た
こ
と
は
ま
さ
に
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
信
」
に
よ
っ
て
「
私
が
南
無
阿
弥

陀
仏
に
な
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
私
で
あ
る
。
だ
か
ら
信
後
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
す
る
こ
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と

称
す
る
」
に
ひ
と
し
く
、
呪
術
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
呪
術
的
な
念
仏
が
現
に
な
い
、
あ
る
い
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
人
間
で
あ
る
以
上
、
呪
法
的
な
も
の
は
ど
こ
か
に
し
の
び
か
く
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
間
題
は
そ

れ
ら
が
い
か
な
る
純
化
遇
程
を
た
ど
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
⑪
　
家
永
三
郎
「
念
仏
は
く
技
術
V
か
－
諾
家
の
批
判
に
答
え
る
1
」
（
『
中
外
』
同
年
八
月
二
十
六
肩
号
）

　
こ
れ
は
②
に
掲
げ
た
博
士
の
「
呪
術
は
生
き
て
い
る
」
の
再
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
た
く
、
そ
の
間
に
生
じ
た

さ
ま
ざ
ま
な
反
論
・
反
響
に
た
い
し
て
「
諸
家
の
批
判
に
答
え
る
」
と
い
う
副
題
を
そ
え
た
再
説
で
あ
る
。
と
り
わ
げ
④
の
大
江
博
士
、

⑤
の
坂
本
教
授
、
⑧
の
須
藤
隆
仙
氏
の
所
論
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
補
説
な
い
し
は
再
批
判
の
形
で
論
を
展
開
し
て
い
る
。

大
江
・
坂
本
両
氏
の
反
論
に
た
い
す
る
答
え
は
前
回
の
論
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
た
い
の
で
と
く
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
須
藤
氏
の
主
張
に

つ
い
て
は
、
第
一
に
、
率
直
に
念
仏
を
呪
術
と
認
め
た
こ
と
に
た
い
し
て
は
敬
意
を
表
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
認
め
な
が
ら
、
「
念
仏
や

題
目
が
現
代
の
呪
術
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ぱ
一
つ
の
技
術
方
法
」
で
あ
る
か
ら
、
人
問
の
あ
る
か
ぎ
り
無
用
と
な
る
こ
と

は
な
い
、
と
す
る
主
張
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
技
術
と
は
人
間
生
活
に
お
け
る
客
観
的
世
界
の
法
則
の
自
覚
的
な
適
用
の
こ
と
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
か
な
ら
ず
客
観
的
世
界
の
科
学
的
法
則
と
直
接
ま
た
は
問
接
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
界
を
人
問
生
活
に
役
立
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て
る
た
め
の
自
然
科
学
的
法
則
を
基
礎
に
お
く
技
術
、
あ
る
い
は
、
人
問
杜
会
を
合
理
化
し
て
い
く
た
め
の
杜
会
科
学
的
法
則
に
結
び
つ

く
技
術
は
あ
る
。
L
か
し
、
前
科
学
的
な
超
自
然
力
に
依
頼
す
る
神
秘
的
行
動
様
式
と
し
て
の
呪
術
を
技
術
と
は
い
え
な
い
。
一
般
に
人

問
の
主
体
的
な
い
き
方
に
か
ん
す
る
宗
教
と
、
客
観
的
世
界
の
法
則
に
か
ん
す
る
技
術
と
の
あ
い
だ
に
は
結
び
つ
き
は
な
い
。
だ
か
ら
、

口
称
行
を
技
術
と
称
す
る
の
は
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
。
第
二
に
須
藤
氏
は
、
罪
の
自
覚
は
決
し
て
人
間
の
社
会
的
実
践
か
ら
た
だ
ち
に
出

て
く
る
も
の
で
な
く
「
行
」
を
介
さ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
「
行
」
を
介
さ
な
げ
れ
ば
生
じ
て
こ
た
い
よ
う
な
宗
教
意
識
の
あ

り
方
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
宗
教
は
、
人
間
杜
会
に
本
質
的
た
も
の
で
な
い
、
と
断
じ
た
い
。
1
以
上
が
家
永
博
士
の
再
論
の
要
旨
で

あ
る
o

　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
星
野
元
豊
教
授
が
直
接
間
接
に
詳
論
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
後
述
に
ゆ
ず
る
。
た
だ
第
一
の
点
に
つ
い

て
は
た
し
か
に
論
理
的
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
宗
教
と
い
う
も
の
の
本
質
か
ら
い
っ
て
間
題
を
は
ら
む
も
の

で
あ
る
こ
と
だ
げ
を
指
橋
し
て
お
き
た
い
。

　
⑫
　
松
尾
仁
海
「
呪
文
と
正
行
念
仏
i
自
己
の
隙
に
注
意
I
」
（
『
中
外
』
同
年
八
月
二
十
八
目
号
）

　
こ
の
一
文
に
は
比
較
的
に
呪
術
（
呪
文
）
の
概
念
規
定
が
挙
が
っ
て
い
る
。
勝
岡
氏
が
（
⑩
と
は
別
の
文
に
お
い
て
）
呪
法
の
条
件
と

し
て
、
呪
術
の
場
所
が
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
種
々
の
器
具
等
を
備
え
て
お
く
べ
き
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
呪
術
を
そ
の
よ

う
な
も
の
と
す
れ
ぱ
、
人
と
呪
文
と
の
あ
い
だ
に
隙
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
呪
術
は
そ
の
場
限
り
で
あ
り
、
一
種
の
手
段
方
法
（
権
方
便
）

に
す
ぎ
ず
、
自
主
性
な
く
、
人
問
味
に
と
ぽ
し
い
。
相
手
を
信
任
す
る
と
い
う
よ
り
も
相
手
の
態
度
に
眩
惑
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
人
格
の

成
長
は
な
く
、
廃
悪
修
善
的
な
趣
き
が
な
い
。
ゆ
え
に
生
死
解
脱
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず
、
生
死
浮
沈
の
迷
妄
者
と
な
る
。
　
「
一
部
の
浄
土

門
徒
中
に
も
こ
の
念
仏
の
正
行
が
一
種
の
呪
文
で
あ
り
、
呪
唱
で
あ
る
か
の
如
く
思
想
し
て
い
る
向
き
」
も
あ
る
げ
れ
ど
も
、
浄
土
念
仏

正
統
派
で
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
我
ら
の
称
行
す
る
念
仏
」
に
は
問
隙
が
な
い
。
正
行
念
仏
は
わ
た
し
の
生
命
で
あ
り
、
骨
肉
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で
あ
り
、
血
液
で
あ
る
。
わ
た
し
の
現
在
の
行
動
そ
の
ま
ま
が
真
に
念
仏
で
あ
る
。

　
⑱
秦
竜
勝
「
行
善
な
る
念
仏
－
家
永
博
士
の
再
論
に
つ
い
て
i
」
（
『
中
外
』
同
年
九
月
九
目
号
）

　
こ
れ
は
家
永
博
士
の
再
論
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
る
。
氏
は
博
士
の
念
仏
呪
術
論
を
観
念
論
的
な
宗
教
論
と
断
定
す
る
。
ま
ず
「
人
問

の
経
験
と
現
実
に
於
て
、
罪
の
自
覚
は
罪
の
自
覚
だ
け
で
充
足
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
間
い
、
そ
れ
は
「
思
弁
の
心
理
的
過
程

に
し
か
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
す
る
。
ま
た
家
永
博
士
の
い
わ
れ
る
杜
会
的
実
践
を
通
し
て
の
罪
の
自
覚
と
は
、
「
所
謂
る

バ
ー
ト
ラ
ソ
ド
・
ラ
ヅ
セ
ル
等
の
知
性
派
的
な
自
已
反
省
か
、
そ
れ
と
も
杜
会
道
徳
的
な
罪
悪
観
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
宿
業
の
本

能
に
よ
る
罪
の
自
覚
」
で
あ
る
か
と
間
い
、
博
±
の
い
う
「
罪
」
は
前
者
で
あ
り
、
氏
の
い
わ
ん
と
す
る
親
鷲
の
罪
悪
観
は
後
者
で
あ
る

と
す
る
。
「
人
間
の
本
願
的
な
願
望
、
そ
の
願
望
の
充
足
せ
ら
れ
る
べ
き
世
界
に
照
応
し
て
」
生
ず
る
よ
う
な
自
已
の
罪
障
の
自
覚
が
親

鷲
の
罪
悪
観
で
あ
る
。
親
鷺
に
お
い
て
念
仏
は
行
善
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
覚
の
認
知
・
自
己
肯
定
が
杜
会
的
実
践
と
い
う
行
と
な
っ
て
現

わ
れ
る
。
「
そ
の
念
仏
行
は
客
観
的
に
歴
史
的
に
真
実
者
と
し
て
十
分
に
そ
れ
を
実
証
し
て
い
る
」
。
し
た
が
っ
て
杜
会
的
実
践
を
通
し
て

の
罪
の
自
覚
と
い
う
構
造
の
う
ち
に
は
口
称
行
の
入
る
余
地
は
な
い
と
い
う
博
士
の
所
論
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
行
」
な

　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
も
の
は
自
覚
者
の
杜
会
的
実
践
な
の
で
あ
る
。
ま
た
博
士
は
「
す
べ
て
の
念
仏
を
呪
術
」
と
断
定
L
た
が
、
こ
れ
は
「
哲
学
的
行
為
を

以
っ
て
人
聞
の
至
高
と
す
る
観
念
論
者
の
コ
ン
プ
レ
ヅ
ク
ス
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
当
然
、
「
口
称
と
い

う
形
態
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
呪
術
性
が
完
全
に
消
減
し
た
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
ご
と
き
思
弁
的
分
析
で
、
「
親
鷲
の
念
仏
も

十
把
一
か
ら
げ
に
」
呪
術
の
範
騎
へ
押
込
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
⑭
　
星
野
元
豊
「
真
宗
の
念
仏
と
呪
術
」
（
昭
和
三
十
四
年
講
演
）

　
こ
れ
は
㈲
に
掲
げ
た
氏
の
論
著
の
き
っ
か
げ
と
な
っ
た
講
演
で
あ
る
。

　
⑮
　
星
野
元
豊
『
念
仏
と
呪
術
』
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
一
目
初
版
）
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右
に
述
べ
た
ご
と
く
、
「
真
宗
の
念
仏
と
呪
術
」
が
機
縁
と
た
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
一
書
で
あ
る
。
す
で
に
そ
の
都
度
触
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
諸
論
文
・
諸
主
張
に
見
出
さ
れ
る
若
干
の
間
題
点
に
つ
い
て
か
な
り
根
本
的
な
解
明
が
あ
た
え
ら
れ

て
お
り
、
か
つ
本
論
題
に
か
ん
す
る
薯
書
と
し
て
は
お
そ
ら
く
本
書
が
唯
一
の
も
の
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に

L
た
い
。

　
星
野
教
授
は
宗
教
学
、
と
り
わ
げ
宗
教
哲
学
の
立
場
に
立
っ
て
念
仏
と
呪
術
の
問
題
を
解
明
し
て
お
ら
れ
る
。
教
授
は
み
ず
か
ら
言
明

す
る
ご
と
く
宗
教
哲
学
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
由
な
立
場
か
ら
宗
学
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
間
題
に
徹
底
的
な
分
析
解
明
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

た
え
た
二
、
三
の
論
著
を
す
で
に
世
に
間
う
て
い
ら
れ
る
。
教
授
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
論
著
『
宗
教
哲
学
』
の
中
に
は
、
教
授
が
宗
教

哲
学
を
い
か
な
る
も
の
と
見
る
か
に
つ
い
て
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宗
教
哲
学
の
立
場
は
宗
教
を
外
面
か
ら
理

解
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
う
ち
に
入
っ
て
内
面
か
ら
理
解
す
る
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
の
ロ
ゴ
ス
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
捉
え
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
〕

に
よ
っ
て
宗
教
の
意
味
を
論
理
的
に
示
し
、
宗
教
を
基
礎
づ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
か
く
の
ご
と
き
根
本
的
な
立
場
か
ら
教
援
の
著
書
『
念
仏
と
呪
術
』
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
　
『
宗
教
哲
学
』
改
版
に

は
、
す
で
に
二
、
三
の
個
々
の
主
題
に
つ
い
て
の
薯
書
を
公
げ
に
し
、
念
仏
と
呪
術
に
つ
い
て
も
す
で
草
稿
を
成
し
た
こ
ろ
と
思
わ
れ
る

著
者
の
「
構
想
」
が
附
し
て
あ
る
。

　
「
本
来
的
に
宗
教
は
人
問
存
在
の
根
低
、
世
界
存
在
の
根
低
に
横
た
わ
る
根
本
真
実
で
あ
り
、
そ
の
真
実
を
徹
見
す
る
と
い
う
こ
と
、
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
1
ル
デ
7

し
ろ
そ
の
根
本
真
実
に
成
る
こ
と
が
宗
教
の
根
本
の
は
た
ら
き
で
あ
る
」
け
れ
ど
も
、
「
こ
の
は
た
ら
き
は
現
実
に
お
い
て
は
、
純
粋
に

そ
の
ま
ま
現
象
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
」
で
あ
り
、
「
現
実
の
具
体
的
宗
教
現
象
は
他
の
諸
文
化
現
象
と
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
現
象

し
て
い
る
」
、
と
く
に
そ
れ
は
「
最
も
類
似
的
現
象
で
あ
る
呪
術
（
冒
晶
一
〇
）
や
道
徳
、
芸
術
等
の
現
象
と
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
そ
れ
ら

の
諸
要
素
を
内
に
含
み
つ
つ
種
々
な
る
形
の
宗
教
現
象
と
し
て
現
象
し
て
い
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
現
実
の
生
き
た
宗
教
現
象
の
全
き
す
が
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た
L
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
「
横
に
は
諸
文
化
現
象
と
竪
に
は
歴
史
的
杜
会
構
成
体
と
い
か
に
関
係
し
あ
う
か
」
の
間
題
を
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

明
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
言
説
の
中
で
宗
教
現
象
、
と
り
わ
げ
類
似
的
現
象
の
第
一
に
呪
術
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
星
野
教

授
の
関
心
事
が
ま
ず
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
念
仏
と
呪
術
の
間
題
を
機
に
、
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
念
仏
と
呪
術
の
間
題
の
解
明
は
、
宗
教
哲
学
に
た
い
す
る
根
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
「
生
き
た
宗
教
現
象
の
全
き
す
が
た
」
の
解

明
と
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
一
つ
の
境
位
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
じ
っ
さ
い
の
動
機
に
か
ん
し
て
補
足
す
る
と
、
家
永
博
士
が
ω
に

掲
げ
た
論
文
を
公
げ
に
さ
れ
た
と
き
、
教
授
は
そ
れ
に
た
い
し
て
異
論
は
あ
っ
た
げ
れ
ど
も
、
真
宗
学
の
立
場
か
ら
論
争
す
べ
き
間
題
と

L
て
、
こ
れ
を
反
駁
す
る
こ
と
を
さ
し
ひ
か
え
た
。
し
か
し
、
②
お
よ
び
⑪
に
掲
げ
た
主
張
で
家
永
博
士
が
親
鷲
の
念
仏
を
呪
術
的
で
あ

る
と
す
る
に
い
た
っ
た
と
き
、
「
問
題
は
宗
教
学
の
領
域
へ
移
っ
て
」
き
て
、
論
駁
の
責
任
が
生
じ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
第
一
に

「
間
題
を
複
雑
化
せ
し
め
る
」
こ
と
と
、
第
二
に
家
永
博
士
の
警
言
が
「
現
実
に
か
か
わ
っ
て
」
い
て
、
「
一
つ
の
根
拠
か
ら
提
出
さ
れ

た
間
題
で
あ
る
が
、
波
及
す
る
と
こ
ろ
が
多
面
」
で
あ
り
、
「
と
う
て
い
一
面
か
ら
の
み
、
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
が
で
な
い
」
こ
と
の
た

め
、
博
士
の
所
論
を
直
接
論
ず
る
こ
と
は
さ
げ
た
。
博
士
の
い
わ
れ
る
二
点
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
念
罪
」
に
つ
い
て
は
「
宗
教
学
あ

る
い
は
宗
教
哲
学
の
面
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
本
質
的
た
間
題
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
宗
教
哲
学
』
で
の
根
本
的
な
論
述
に
ゆ

ず
り
、
第
二
に
「
杜
会
的
実
践
」
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
『
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
』
に
ゆ
ず
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
⑭
に
掲
げ

げ
た
講
演
を
機
に
想
を
ね
り
、
「
講
演
と
は
全
く
独
立
に
」
『
念
仏
と
呪
術
」
た
る
一
書
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
書
の
内
容
を

概
観
し
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
に
要
約
し
た
諸
論
文
、
諸
主
張
の
多
く
は
、
念
仏
と
か
呪
術
と
か
宗
教
と
か
技
術
に
つ
い
て
そ
の
概
念
規
定
が
あ
い
ま
い
で

あ
り
、
あ
る
い
は
概
念
規
定
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
こ
れ
ら
を
独
断
的
に
使
用
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
に
よ
り
も
ま
ず
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こ
れ
ら
の
概
念
の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
の
重
要
さ
が
痛
感
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
最
初
に
呪
術
と
宗
教
の
異
同
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ

る
。
大
き
く
分
げ
て
、
呪
術
と
宗
教
を
同
系
列
に
お
く
場
合
と
、
こ
れ
ら
二
者
を
異
質
的
と
見
る
場
合
と
が
あ
る
。

　
呪
術
と
宗
教
を
同
系
列
に
お
く
場
合
に
も
、
こ
れ
を
発
生
的
に
同
系
列
と
み
る
か
、
対
象
的
（
儀
礼
的
）
に
同
系
列
と
み
る
か
、
本
質

的
に
同
系
列
と
み
る
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
本
質
的
な
面
か
ら
見
た
場
合
に
触
れ
よ
う
。

　
一
般
に
、
宗
教
と
呪
術
は
世
俗
と
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
神
聖
の
領
域
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
世
俗
的
（
肩
o
寂
冨
）
に
た

い
す
る
聖
た
る
（
墨
實
＆
）
も
の
の
領
域
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（
甲
U
冒
事
o
ぎ
）
が
す
で
に
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
オ
ヅ
ト
ー

（
即
O
罧
o
）
の
い
う
庄
塞
α
q
彗
N
＞
己
①
屋
も
こ
の
「
聖
た
る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
た
る
も
の
は
世
俗
的
た
る
も
の
か
ら
分

離
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
定
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
、
ミ
ス
（
肉
．
ω
邑
庄
）
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
プ
ー

て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
と
俗
と
は
機
能
的
・
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
分
か
つ
の
が
禁
忌
（
蔓
げ
8
）
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
聖
な
る
価
値
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
聖
な
る
ゆ
え
に
区
別
さ
れ
、
接
触
を
禁
制
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
禁
制
さ
れ
分
離
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
る
が
ゆ
え
に
聖
と
名
づ
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
タ
ブ
i
が
聖
な
る
価
値
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
神
聖
性
と
い

う
本
質
に
よ
っ
て
宗
教
と
呪
術
を
お
な
じ
領
域
に
ぞ
く
さ
し
め
る
見
解
で
あ
る
が
、
ま
た
、
超
自
然
性
と
い
う
本
質
を
規
準
に
し
て
呪
術

と
宗
教
を
お
な
じ
領
域
に
ぞ
く
さ
し
め
る
考
え
も
あ
る
。
天
災
の
よ
う
な
危
機
に
遭
遇
し
た
さ
い
、
た
に
か
し
ら
超
自
然
的
な
力
に
た
よ

っ
て
こ
れ
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
の
が
呪
術
で
あ
れ
ぼ
、
「
後
生
の
一
大
事
」
に
際
会
し
て
弥
陀
の
不
可
思
議
な
超
自
然
力
の
働
く
の
が
宗

教
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
超
自
然
的
（
眈
毫
睾
畠
言
邑
）
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
非
合
理
的
（
一
昌
き
昌
巴
）
を
も

っ
て
呪
術
な
ら
び
に
宗
教
の
徴
表
と
す
る
説
が
あ
る
。
請
雨
儀
礼
に
お
い
て
呪
力
に
よ
っ
て
雨
を
降
ら
す
こ
と
は
あ
る
い
は
自
然
科
学
的

に
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
た
い
が
、
少
な
く
と
も
執
行
者
に
と
っ
て
は
こ
の
儀
礼
自
体
は
非
合
理
的
な
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
難
思
の
弘
誓
」
「
不
可
思
議
た
本
願
の
働
き
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
宗
教
に
お
げ
る
非
合
理
的
な
も
の
を
あ
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ら
わ
し
て
い
る
。
レ
グ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
（
ピ
ひ
ξ
由
竃
巨
）
は
こ
れ
を
ま
た
先
論
理
的
（
肩
睦
o
σ
e
ε
；
）
と
も
よ
ん
で
い
る
。
な
お
、
呪

術
と
宗
教
の
超
自
然
的
、
非
合
理
的
な
性
格
は
情
緒
的
に
は
神
秘
的
と
い
う
性
格
を
生
み
出
す
。
か
く
し
て
、
呪
術
と
宗
教
は
本
質
的
に

見
ら
れ
た
場
合
、
神
聖
性
、
超
自
然
的
、
非
合
理
的
、
神
秘
的
の
性
格
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
お
な
じ
領
域
に
ぞ
く
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
呪
術
と
宗
教
を
異
質
的
と
見
る
揚
合
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。
こ
れ
に
も
発
生
的
、
対
象
的
（
儀
礼
的
）
、
本
質
的
の
各
方
面
か
ら

見
ら
れ
た
場
合
が
あ
る
。

　
本
質
的
に
見
ら
れ
た
場
合
の
宗
教
と
呪
術
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
フ
レ
ー
ザ
ー
と
リ
ュ
ー
バ
（
』
．
－
2
訂
）
が
若
干
の
原
理

を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
は
呪
術
の
原
理
と
し
て
「
共
感
の
法
則
」
（
亭
①
5
峯
o
｛
｛
昌
寝
↓
ξ
）
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は

「
類
似
の
法
則
」
（
庄
①
5
ミ
O
｛
色
昌
旨
・
ξ
）
と
「
接
触
の
法
則
」
（
亭
㊦
一
印
奉
O
｛
O
昌
S
9
昌
8
巨
品
一
昌
）
か
ら
な
る
。
第
一
の
類

似
の
法
則
は
、
雨
を
降
ら
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
雨
が
降
っ
た
か
の
よ
う
に
水
を
ま
く
こ
と
に
よ
っ
て
じ
っ
さ
い
雨
の
降
る
こ
と
を
期
待

す
る
よ
う
な
、
　
「
似
た
も
の
は
似
た
も
の
を
生
む
」
法
則
で
あ
り
、
類
感
呪
術
（
ぎ
冒
8
寝
ま
o
冒
晶
ε
、
模
倣
呪
術
（
ぎ
ま
葦
o

冒
晶
一
〇
）
、
擬
態
呪
術
（
昌
ぎ
茎
o
冒
品
ε
が
成
立
す
る
。
第
二
の
接
触
の
法
則
は
、
動
物
の
足
跡
を
傷
つ
け
る
と
そ
の
動
物
そ
の
も

の
が
傷
つ
く
と
信
じ
る
よ
う
た
、
「
か
っ
て
た
が
い
に
接
触
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
物
理
的
接
触
が
絶
た
れ
た
の
ち
で
も
、
離
れ

て
い
て
た
が
い
に
作
用
し
つ
づ
け
る
」
と
い
う
法
測
で
あ
り
、
伝
染
呪
術
（
8
算
品
一
〇
嘉
冒
品
ざ
）
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
共
感
の

法
則
は
、
す
で
に
推
察
さ
れ
る
よ
う
炉
」
、
観
念
連
合
の
法
則
の
誤
て
る
適
用
｝
」
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
呪
術
に
お

い
て
呪
術
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
儀
礼
行
為
は
絶
対
必
然
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
は
こ
の
点
に
呪
術
と
宗
教
と

の
本
質
的
相
違
を
見
出
す
と
と
も
に
、
呪
術
と
科
学
と
の
本
質
芙
通
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
呪
術
は
、
自
然
界
の
秩
序
と
統
一
に
か
ん
し

て
確
固
た
る
信
念
を
も
ち
、
機
械
的
に
同
一
の
原
因
が
同
一
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
信
じ
て
い
る
点
で
、
科
学
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
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こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
科
学
は
こ
れ
を
「
明
白
に
」
（
費
呂
〇
一
ξ
）
認
め
て
い
る
の
に
た
い
し
、
呪
術
は
「
暗
々
裡
に
」
（
ぎ
呂
〇
一
ξ
）
信

じ
て
い
る
だ
け
の
ち
が
い
で
あ
る
。
前
者
は
科
学
的
因
果
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
科
学
的
世
界
観
が
成
立
し
、
後
者
は
い
わ
ば
呪
術

的
因
果
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
呪
術
的
世
界
観
が
生
ず
る
。
た
だ
し
、
呪
術
に
は
い
か
ん
と
も
な
し
が
た
い
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
。

そ
れ
は
上
に
述
べ
た
観
念
運
合
の
法
則
の
誤
用
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
因
果
的
違
鎖
の
法
剣
を
「
非
合
法
的
に
」
（
畠
品
匡
昌
9
0
ξ
）
適
用

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
科
学
は
こ
れ
を
「
合
法
的
に
」
（
庁
σ
q
ぎ
昌
筆
①
ζ
）
適
用
し
て
い
る
。
　
「
実
に
呪
術
と
科
学
と

は
異
腹
の
兄
弟
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
ま
た
呪
術
と
宗
教
の
本
質
的
相
違
点
も
見
出
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
に
お
い
て
は
、

か
な
ら
ず
世
界
を
支
配
す
る
超
人
問
的
人
格
的
存
在
の
信
念
と
、
そ
れ
を
宥
和
慰
撫
し
、
そ
れ
に
随
順
し
よ
う
と
す
る
観
念
と
が
ふ
く
ま

れ
、
か
か
る
超
人
間
的
人
格
的
存
在
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
然
の
運
行
も
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
呪
術
に
お
い
て
は
、
た
と
え
適

用
に
お
い
て
非
合
法
的
で
あ
ろ
う
と
、
自
然
の
斉
一
性
と
被
決
定
性
を
前
提
と
し
て
、
人
問
自
身
の
（
呪
）
力
に
よ
っ
て
自
然
の
運
行
を

強
制
的
機
械
必
然
的
に
変
転
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
宗
教
は
「
す
べ
て
は
御
心
の
ま
ま
に
な
し
た
ま
え
」
と
い
う

絶
対
随
順
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
呪
術
は
倣
慢
な
態
度
、
不
遜
な
心
情
を
誘
発
し
、
宗
教
は
帰
依
随
順
の
態
度
を
か
も
し
出
す
。

　
右
が
フ
レ
ー
ザ
ー
の
所
論
で
あ
る
が
、
リ
ュ
ー
バ
も
ま
た
、
人
問
が
そ
の
生
命
の
保
存
と
発
展
の
た
め
に
学
び
と
っ
た
態
度
を
分
類

し
、
H
機
械
的
態
度
（
臣
Φ
昌
①
臣
彗
一
塞
－
τ
罰
色
o
■
H
）
－
↓
科
学
、
目
強
制
的
態
度
（
亭
①
8
雲
o
才
①
げ
①
訂
ま
o
冒
）
1
↓
呪
術
、
自
人

情
的
態
度
（
序
①
竃
庄
H
名
o
寒
巨
o
訂
プ
印
色
o
胃
）
⊥
宗
教
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
で
は
、
フ
レ
ー
ザ
ー
よ
り
さ
ら
に
明
白
に
、
呪
術

を
機
械
的
定
量
関
係
か
ら
区
別
す
る
と
同
時
に
、
人
格
的
力
に
訴
え
る
宗
教
か
ら
も
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
見
解
に
つ
い
て
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
甲
く
巴
ぎ
o
峯
ω
ζ
）
は
、
「
呪
術
と
宗
教
と
が
一
つ
の
特
別
な
行
動
の
様
式
で
あ
り
、

理
性
と
感
情
と
意
志
と
か
ら
同
様
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
実
際
的
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
承
認
」
の
功
績
を
認
め
て
い

る
。
で
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
自
身
の
見
解
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
有
の
ご
と
く
呪
術
と
宗
教
を
対
象
に
よ
っ
て
区
別
す
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跳

る
の
で
は
な
く
、
態
度
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
態
度
を
動
的
に
と
ら
え
て
そ
の
態
度
の
職
能
（
｛
…
o
ま
目
）
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別

し
よ
う
と
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
聖
の
領
域
内
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
を
下
し
た
。
呪
術
と
は
、
後
に
随
起
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ

る
よ
う
な
一
定
の
目
的
結
果
に
た
い
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
行
為
か
ら
な
る
実
際
的
な
技
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
宗

教
は
一
団
の
自
己
充
足
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
の
目
的
を
充
足
す
る
、
と
。
」
分
か
り
や
す
く
い
え
ぱ
、

宗
教
的
儀
礼
は
功
利
的
目
的
を
も
た
ず
、
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
り
、
儀
礼
執
行
に
よ
っ
て
目
的
が
満
た
さ
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
人
間
の
普
遍
的
現
象
で
あ
る
「
死
」
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
「
死
」
に
面
し
た
人
問
の
主
観
的
側
面

と
、
死
者
に
た
い
す
る
客
観
的
側
面
か
ら
考
察
し
、
臨
終
の
聖
嚢
や
葬
送
の
儀
礼
が
右
に
述
べ
た
宗
教
の
定
義
を
一
証
明
す
る
好
例
で
あ
る

こ
と
を
指
橋
す
る
。
た
と
え
ぼ
葬
送
に
お
い
て
支
配
的
な
情
緒
は
、
死
者
に
た
い
す
る
愛
着
と
屍
体
に
た
い
す
る
嫌
悪
で
あ
る
。
こ
の
一

方
は
死
体
を
保
存
し
て
お
こ
う
と
す
る
傾
向
と
た
り
、
他
方
は
死
体
と
の
関
係
を
絶
ち
切
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
な
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
情

緒
の
一
方
へ
極
端
化
し
た
も
の
が
ミ
イ
ラ
化
の
処
置
法
で
あ
り
、
他
方
へ
極
端
化
し
た
も
の
が
火
葬
の
処
置
法
で
あ
る
。
そ
し
て
近
親
者

た
ち
は
宗
教
的
儀
式
を
通
L
て
不
減
の
信
念
や
愛
せ
る
老
と
の
合
一
や
次
の
世
界
の
秩
序
の
啓
示
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
葬

送
の
儀
礼
は
死
に
た
い
す
る
人
問
生
得
の
情
緒
的
反
応
に
依
存
し
、
そ
の
遂
行
が
目
的
を
充
足
し
そ
の
あ
と
に
な
に
も
の
か
が
期
待
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
見
解
を
念
仏
と
呪
術
の
間
題
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
宗
教
学
的
に
は
口
称
の
念
仏
は

口
頭
儀
礼
に
ぞ
く
す
る
の
で
、
こ
の
念
仏
と
い
う
儀
礼
行
為
が
呪
術
的
で
あ
る
か
宗
教
的
で
あ
る
か
が
そ
の
職
能
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
れ
が
な
ん
ら
か
実
際
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ぱ
、
明
ら
か
に
呪
術
的
儀
礼
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
な
ん
ら
の
実
際
的
な
目
的
を
も
た
ず
、
た
だ
称
え
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
念
仏
自
身
の

目
的
が
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
の
場
合
は
宗
教
的
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
職
能
主
義
的
な
立
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場
に
立
つ
か
ぎ
り
で
は
妥
当
な
見
解
で
あ
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
立
場
」
か
ら
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
念
仏
そ
の

も
の
が
は
た
し
て
呪
術
で
あ
る
か
否
か
」
が
間
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
主
体
的
実
践
と
し
て
の
念
仏
が
は
た
し
て
呪
術
で
あ
る
か
ど
う
か
が

間
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
現
象
的
に
み
る
と
き
、
宗
教
と
呪
術
と
を
明
白
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
純
粋
に
現
象
面
に
あ
ら
わ

れ
た
と
こ
ろ
の
み
か
ら
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
無
意
味
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
何
故
な
ら
…
…
現

象
的
に
は
呪
術
と
宗
教
と
の
融
合
し
た
形
態
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
呪
術
－
宗
教
的
（
昌
鍔
庁
9
冨
一
営
o
易
）
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
、
呪
術
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

も
宗
教
と
も
区
別
し
か
ね
る
現
象
も
数
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
し
か
し
、
「
現
象
的
に
は
い
か
に
区
別
し
に
く
い
と
し
て
も
、
原
理
的

に
は
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
か
く
区
別
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
を
明
白
に
示
す

た
め
に
も
是
非
な
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
観
点
か
ら
も
う
一
度
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
顧
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
諸
義
－
－
…
…
紗
鍬
脇
譲
離
寧
鱈
鞭
鷲
薫
鑓
野
教
会
一
鱗
耀
一
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
物
質
上
の
結
果
に
よ
っ
て
の
み

呪
術
H
人
問
中
心
主
義
・
自
已
中
心
主
義
…
…
…
裁
可
さ
れ
る
②
呪
術
的
禁
制
は
功
…
右
　
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
…
右
　
花
し

　
　
一
彗
旨
H
名
s
彗
蔓
m
o
ε
一
〇
〇
目
s
彗
ヨ
ω
o
ε
　
利
的
籏
言
③
個
人
的
・
平
俗
的

　
と
こ
ろ
で
、
呪
術
的
行
為
に
せ
よ
宗
教
的
行
為
に
せ
よ
、
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
危
機
に
お
い
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
危
機
の
本
質
は
、
両
者
の
性
格
の
相
違
に
基
づ
い
て
、
ま
っ
た
く
異
た
る
も
の
で
あ
る
。
呪
術
は
疾
病
な
ど
の
人
間
的
テ
ー

マ
に
か
ん
し
て
危
機
を
も
つ
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
危
機
、
つ
ま
り
相
対
的
危
機
と

い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
は
目
的
の
充
足
に
よ
っ
て
危
機
は
解
消
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
宗
教
に
お
い
て
い
う
危
機
は
、
人
間
的
に
克

服
し
う
る
こ
と
の
不
可
能
な
艦
対
的
危
機
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
洋
の
実
存
哲
学
老
に
ょ
っ
て
も
取
り
上
げ
ら
九
て
い
る
「
死
」
の
危
機
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が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
問
題
を
掘
り
下
げ
て
く
る
と
、
間
題
は
も
は
や
宗
教
現
象
的
な
次
元
に
な
く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
若
干
の
法
則

に
も
な
く
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
態
度
・
職
能
・
行
動
の
型
に
存
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
本
的
な
原

理
面
の
間
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
「
現
象
的
に
み
る
と
き
、
念
仏
が
呪
術
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
念
仏
と
い
う
も
の
が
本

来
呪
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
な
こ
と
」
で
あ
り
、
「
念
仏
が
現
象
的
に
呪
術
的
に
機
能
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
本
質
ま
で

も
呪
術
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
本
来
的
に
は
念
仏
は
宗
教
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
呪
術
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
当
面
の
間
題
と
し
て
、
親
鷲
に
お
い
て
は
念
仏
と
呪
術
は
い
か
な
る
形
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
問
の
弱
さ
と
い

う
も
の
1
人
間
性
の
奥
底
に
ひ
そ
む
呪
術
的
傾
向
ー
が
し
ぱ
し
ぼ
念
仏
を
呪
術
化
す
る
。
親
驚
の
行
跡
と
L
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
話

の
中
に
も
呪
術
的
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
親
驚
そ
の
人
の
残
し
を
言
葉
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
間
題
点
を
ふ
く

む
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
現
世
利
益
和
讃
』
の
中
で
は
「
三
世
の
重
鄭
転
ず
」
と
い
い
、
『
教
行
信
証
』
で
も
「
衆
禍
皆
転
ず
」
と

い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
そ
の
字
の
通
り
に
読
む
な
ら
ぼ
念
仏
が
呪
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
十
分
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
庶
民
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
時
代
的
た
背
景
が
あ
る
こ
と
、
親
鴛
を
た
ん
に

思
想
家
と
し
て
で
は
な
く
宗
教
家
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
、
師
法
然
の
伝
承
を
守
っ
て
い
る
こ
と
、
た
と
え
呪
術
化
さ
れ
た
念
仏
で
も
真

実
の
念
仏
へ
の
捷
径
と
た
る
も
の
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
「
対
機
説
法
、
応
病
与
薬
」
と
い
う
こ
と
、
な
ど
を
考
慮
に
入

れ
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
親
麓
の
念
仏
を
呪
術
で
あ
る
と
断
じ
て
は
い
げ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
親
鷺
に
お

い
て
念
仏
は
純
粋
に
宗
教
的
に
現
象
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
麓
に
お
い
て
は
念
仏
は
そ
の
本
釆
的
な
在
り
方
に
お
い
て
現
象
L
て
い
る

の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
詳
し
く
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。

608



76こ

　
親
鷲
に
お
い
て
は
念
仏
は
単
な
る
発
音
で
は
た
く
、
教
え
に
従
っ
て
全
身
心
を
な
げ
う
っ
て
称
名
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
念
仏

し
て
往
生
で
き
る
の
は
念
仏
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
る
と
か
、
六
字
の
名
号
に
不
思
議
な
力
が
あ
る
か
ら
だ
と
誤
解
し
て
は
い
げ
な
い
。

そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
仏
の
願
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
念
仏
の
根
低
に
は
い
わ
ゆ
る
第
十
八
願
が
あ
る
。
　
「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
、

至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
、
不
敢
正
覚
、
唯
除
五
逆
諜
譲
正
法
」
で
あ
る
。
親
鷺
は
こ
の
第
十
八
願
の
中
心
は
信

心
で
あ
る
と
し
、
極
言
す
れ
ば
、
念
仏
で
往
生
す
る
と
い
う
よ
り
は
信
心
一
つ
で
往
生
す
る
と
考
え
た
と
さ
え
い
い
う
る
。
そ
う
な
る

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

と
、
念
仏
行
は
余
計
た
も
の
と
た
り
、
前
述
の
家
永
博
±
の
ご
と
き
批
判
も
出
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
鷺
を
宗
教
家
と
し
て
見
る
べ

き
と
｝
」
ろ
を
患
想
家
と
し
て
の
み
見
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
誤
解
で
あ
る
。
第
十
八
願
の
中
心
を
流
れ
て
い
る
も
の
は
客
体
的
に
は
願

力
、
主
体
的
に
は
信
心
、
信
決
定
の
端
的
な
具
体
的
た
主
体
へ
の
あ
ら
わ
れ
が
念
仏
で
あ
る
。
念
仏
は
信
の
具
体
的
な
全
体
人
問
的
表
現

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
　
「
念
仏
た
き
信
心
は
抽
象
的
で
あ
り
、
信
心
な
き
念
仏
は
空
虚
で
あ
る
。
」
さ
ら

に
、
念
仏
に
お
い
て
「
南
無
」
と
帰
命
す
る
の
は
単
に
こ
ち
ら
か
ら
自
発
的
に
帰
命
す
る
の
で
は
な
く
、
救
わ
ず
に
は
お
か
ぬ
と
い
う
仏

の
本
願
の
よ
び
ご
え
で
あ
る
。
如
来
が
念
仏
の
衆
生
を
救
わ
ね
ば
み
ず
か
ら
も
仏
と
な
ら
じ
と
い
う
願
を
立
て
、
そ
し
て
、
衆
生
が
仏
に

帰
命
す
る
と
い
う
そ
の
行
を
も
衆
生
に
廻
施
し
た
の
で
あ
る
。
「
南
無
と
帰
命
す
る
働
き
も
実
は
如
来
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
…
…
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
が
念
仏
な
の
で
あ
る
。
」
　
こ
の
よ
う
な
念
仏
こ
そ
、
本
来
的
な
在
り
方
に
お
い
て
現
象
し
て
い
る
念
仏
で
あ
る
。
念
仏
を
こ
の
よ
う

に
あ
る
べ
き
姿
に
お
い
て
捉
え
、
顧
み
て
念
仏
全
般
を
み
る
と
き
、
H
信
心
即
念
仏
と
し
て
の
念
仏
（
あ
る
べ
き
姿
の
も
の
）
、
⇔
信
心

十
念
仏
と
し
て
の
念
仏
（
口
称
念
仏
）
、
嘗
俗
信
的
念
仏
（
呪
術
的
念
仏
）
に
分
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
世
、
真
宗
の
教
義
の
モ
ヅ
ト

ー
と
さ
れ
る
「
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
」
に
お
い
て
、
信
前
の
口
称
念
仏
は
第
一
の
信
心
即
念
仏
へ
の
捷
径
な
る
念
仏
で
あ
り
、
信
後
の

念
仏
は
信
心
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
儀
礼
的
称
名
と
し
て
の
念
仏
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

、
似
上
が
ら
念
仏
と
呪
術
』
と
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
要
約
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
撒
援
の
去
教
哲
学
の
立
場
か
ら
す
る
こ
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の
問
題
の
解
明
決
着
に
ほ
ぽ
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
後
に
ふ
た
た
び
触
れ
る
機
会
が
あ
ろ
う
。

　
⑯
　
戸
松
啓
真
・
峰
島
旭
雄
「
念
仏
と
呪
術
」
（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
二
目
、
浄
土
宗
教
学
院
研
究
会
）

　
昭
和
三
十
四
年
夏
こ
ろ
前
掲
の
ご
と
き
論
争
が
『
中
外
」
誌
上
に
載
り
、
三
十
五
年
に
星
野
教
授
の
『
念
仏
と
呪
術
』
が
ま
と
め
ら
れ

た
が
、
須
藤
氏
ほ
か
一
、
二
の
人
の
主
張
を
除
け
ば
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
浄
土
真
宗
の
人
び
と
の
主
張
で
あ
り
論
駁
で
あ
り
、
念
仏
は

と
り
わ
げ
親
鷲
の
念
仏
を
め
ぐ
っ
て
呪
術
か
否
か
が
論
議
さ
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
浄
土
宗
の
立
場
か
ら
は
こ
の
間
題
を
い
か
に
考

え
る
べ
き
か
に
重
点
を
お
い
て
浄
土
宗
教
学
院
に
お
い
て
「
念
仏
と
呪
術
」
の
問
題
を
論
議
し
た
も
の
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
研
究
発
表
で

あ
る
。
短
時
日
の
う
ち
に
か
か
る
催
し
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
で
、
決
定
的
な
問
題
究
明
は
な
し
え
ず
、
間
題
は
今
後
に
残
さ
れ
た

の
が
実
情
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
内
容
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
戸
松
氏
は
家
永
博
士
の
再
論
を
中
心
に
、
大
江
、
坂
本
、
須
藤
各
氏
ほ
か
二
、
三
の
主
張
・
論
駁
に
検
討
を
加
え
、
星
野
教
授
の

論
著
に
も
若
干
言
及
し
て
＾
間
題
の
概
観
と
間
題
の
所
在
を
的
確
に
示
し
、
次
い
で
法
然
に
お
け
る
念
仏
に
触
れ
ら
れ
た
。
目
的
が
直
ち

に
実
現
さ
れ
て
功
利
的
な
意
味
で
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
呪
術
の
特
性
を
な
す
と
し
て
、
か
り
に
そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
言

葉
（
概
念
）
を
法
然
に
お
い
て
さ
が
す
な
ら
ば
、
「
功
徳
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
で
に
『
観
無
量
寿
経
』
に
「
減
罪
の
功
徳
」

が
い
わ
れ
、
法
然
も
し
ば
し
ば
念
仏
の
功
徳
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
星
野
教
授
が
親
鷲
に
お
い
て
指
橋
さ
れ
た
と
お
な
じ
く
、
呪
術

的
念
仏
と
解
さ
れ
る
お
そ
れ
も
た
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
法
然
に
お
い
て
念
仏
は
浄
土
へ
往
生
し
よ
う
と
す
る
頁
撃
な
願
望
に
ほ
か

な
ら
ず
、
そ
の
自
然
的
た
結
果
と
し
て
の
功
徳
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
法
然
の
念
仏
、
あ
る
い
は
一
般
に

念
仏
を
呪
術
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
い
っ
て
、
浄
土
宗
に
ぞ
く
す
る
須
藤
氏
が
念
仏
を
呪
術
で
あ
る

と
言
い
切
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
家
永
博
士
は
歴
史
や
杜
会
の
進
歩
に
つ
い
て
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
お
ら
れ
、
そ
こ
か

ら
、
念
仏
も
ま
た
呪
術
で
あ
り
し
た
が
っ
て
無
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
念
仏
を
呪
術
で
あ
る
と
認
め
た
人
び
と
は
そ
の
こ
と
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に
気
づ
か
な
い
。
こ
れ
は
家
永
博
士
の
術
中
に
お
ち
い
つ
た
感
を
あ
た
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
峰
島
は
、
家
永
博
士
の
最
初
の
論
文
（
②
に
掲
載
の
も
の
）
を
中
心
と
し
、
星
野
教
授
の
『
念
仏
と
呪
術
』
に
つ
い
て
は
⑮

に
詳
述
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
ひ
と
し
い
概
観
紹
介
を
こ
こ
ろ
み
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
宗
教
哲
学
的
な
立
場
か
ら
こ
の
間
題
を
論
ず
る
と
き

は
宗
教
現
象
と
し
て
の
念
仏
や
呪
術
を
処
理
す
る
場
合
と
次
元
を
異
に
す
る
点
を
強
調
し
、
原
理
的
な
念
仏
は
呪
術
で
は
な
い
こ
と
を
再

確
認
し
た
。
た
だ
星
野
教
授
が
『
念
仏
と
呪
術
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
論
議
の
範
囲
内
で
は
、
そ
の
よ
う
な
原
理
的
た
立
場
が
ふ

た
た
び
現
象
面
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
が
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

6
9
．

　
以
上
に
よ
っ
て
目
に
触
れ
た
か
ぎ
り
の
念
仏
呪
術
論
争
の
諸
論
著
・
諸
論
文
・
諸
主
張
を
要
約
紹
介
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に

は
種
々
な
る
間
題
点
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
を
整
理
し
批
判
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
も
そ
の
都
度
指
橋
し
た
概
念
規
定
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
に
お
い
て
、
念
仏
・
呪
術
・
技
術
は
じ
め
網

部
に
わ
た
る
用
語
の
概
念
規
定
が
明
確
で
な
い
た
め
、
無
用
の
論
議
を
か
も
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
た
が
い
に
共
通
の
論
議
の
場
に
立
つ

に
い
た
ら
な
い
場
合
が
か
な
り
見
出
せ
る
よ
う
に
思
う
。
と
り
わ
け
、
自
已
自
身
に
と
っ
て
納
得
の
い
か
な
い
、
自
已
自
身
に
お
い
て
体

認
し
つ
く
さ
れ
な
い
念
仏
を
呪
術
的
念
仏
と
称
し
（
③
、
⑥
）
、
そ
こ
か
ら
念
仏
呪
術
論
、
念
仏
無
用
論
を
直
ち
に
引
き
出
す
ご
と
き
傾

向
が
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
念
仏
を
口
称
す
る
こ
と
に
は
呪
術
的
要
素
が
あ
り
、
難
解
塗
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
上
か
ら
援
げ
ら
れ
る
念
仏
は

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

天
下
り
的
、
呪
術
的
念
仏
で
、
ド
グ
マ
で
念
仏
の
絶
対
性
を
論
ぜ
ん
と
す
る
こ
と
は
呪
術
的
念
仏
へ
の
道
を
ひ
ら
く
、
な
ど
の
主
張
に
お

い
て
は
、
「
呪
術
的
（
念
仏
）
」
と
い
う
語
が
か
な
り
濫
用
さ
れ
て
お
り
、
ド
グ
マ
的
な
念
仏
が
呪
術
的
で
あ
る
の
か
ド
グ
マ
的
な
説
き
方

が
呪
術
的
念
仏
へ
さ
そ
う
の
か
、
そ
の
両
方
い
ず
れ
に
も
解
さ
れ
る
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
し
て

エ
リ
ー
ト
の
念
仏
と
マ
ス
の
念
仏
と
い
う
分
げ
方
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
た
分
げ
方
を
念
仏
と
呪
術
の
本
質
的
間
題
に
結
び
つ
け

611
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る
こ
と
ぱ
問
題
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
い
わ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
学
者
の
説
く
念
仏
と
一
般
宗
門
人
の
唱
え
る
念
仏
と

で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
現
象
面
を
さ
ら
に
現
象
的
・
便
宜
的
に
分
げ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
念
仏
と
呪
術
の
本
質
的
た
解
明
に

は
な
ら
な
い
。
か
り
に
こ
の
よ
う
に
分
げ
て
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
念
仏
が
分
か
れ
て
く
る
根
本
は
な
ん
で
あ
る
か
を
間
い
、

も
う
一
度
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
の
念
仏
と
マ
ス
の
念
仏
と
を
対
決
さ
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
な
お
、
呪
術
と
呪
術
性
と
い
う
よ
う
な
類
似
し

た
表
現
も
見
出
さ
れ
る
。
（
⑧
）
念
仏
は
原
始
宗
教
に
お
げ
る
呪
術
で
は
な
い
が
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
は
呪
術
性
を
も
つ
と
い
う
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
呪
術
」
「
呪
術
性
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
意
味
内
容
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
に
は
呪
術

の
形
式
を
と
る
、
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
念
仏
は
本
質
的
に
は
呪
術
で
は
な
い
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
と
き
呪
術
の
形
式

を
と
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
明
瞭
を
欠
き
、
「
客
観
的
」
の
語
の
意
味
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

　
「
技
術
」
の
語
に
つ
い
て
も
同
様
に
概
念
規
定
の
問
題
が
あ
る
。
念
仏
の
呪
術
的
側
面
を
認
め
、
呪
術
は
テ
ク
、
一
ツ
ク
で
あ
る
と
す
る

場
合
（
⑤
）
は
と
り
た
て
て
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
念
仏
全
般
を
呪
術
と
断
じ
た
う
え
で
な
お
呪
術
と
い
う
宗
教
的
技
術
が
宗
教
に

不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
と
き
（
㈲
）
、
概
念
規
定
の
う
え
で
本
来
技
術
と
宗
教
は
結
び
つ
く
は
ず
が
な
い
、
宗
教
的
技
術
と
い
う
表
現
自

体
が
論
理
的
に
矛
盾
す
る
と
い
う
反
駁
が
出
た
の
で
あ
る
。
（
⑪
）
こ
の
こ
と
が
直
接
原
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
星
野
教

援
も
呪
術
の
異
同
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
フ
レ
イ
ザ
ー
の
所
論
を
引
用
し
て
説
明
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
補
足
的
に
口
．
一
1
（
∵
戸

宛
O
ξ
）
の
『
呪
術
』
（
■
印
峯
品
一
⑦
）
に
よ
っ
て
若
干
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
呪
術
と
科
学
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
未
開
人
に
は
工
作
的
で
実
際
的
た
知
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
道
具
の
作
製
や
利

用
の
方
法
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
知
性
は
呪
的
な
力
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
ぱ
な
い
。
技
術
上
の
間
題
が
障
害
に
ぶ
つ

か
っ
た
と
き
呪
術
の
力
を
援
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
的
な
推
移
の
う
ち
に
、
呪
術
を
保
護
し
、
技
術
の
進
歩
を
促
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

認
め
ら
れ
る
。
「
と
は
い
え
睨
術
は
ま
た
技
術
の
精
神
と
戦
う
」
。
呪
術
は
一
つ
の
神
秘
で
あ
り
、
こ
の
点
が
呪
術
を
宗
教
に
近
づ
け
る
ゆ

612
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え
ん
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
ま
た
科
学
か
ら
遠
ざ
け
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
・
プ
リ
ェ
ー
ル
は
呪
術
の
精
神
は
科
学
的
態
度
の
否
定

そ
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ブ
レ
ー
ザ
ー
は
、
呪
術
の
基
本
的
概
念
と
近
代
科
学
の
概
念
と
は
同
一
で
あ
る
と
説

い
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
「
呪
術
師
の
二
次
的
原
因
－
科
学
者
の
唯
一
の
研
究
対
象
－
に
た
い
す
る
完
全
な
無
関
心
、
経
験
に
た

い
す
る
不
湊
透
性
を
忘
れ
て
い
る
」
。
「
呪
術
師
に
と
っ
て
も
偶
然
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
れ
が
自
然
に
た
い
し
て
命
令
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
」
。
と
こ
ろ
で
、
こ
ん
ど
は

反
対
に
、
呪
術
と
科
学
と
を
同
一
に
み
な
す
方
向
は
ど
う
か
。
こ
の
方
向
で
は
フ
レ
ー
ザ
ー
が
ふ
た
た
び
援
用
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
が
、

エ
セ
ル
テ
ィ
エ
の
造
語
で
あ
る
く
呪
術
学
V
と
も
い
う
べ
き
理
論
的
、
教
義
的
な
呪
術
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
エ
セ
ル
テ
ィ
エ
は
、
た

と
え
呪
術
が
一
見
実
証
的
認
識
を
深
め
呪
術
的
な
説
明
を
不
用
に
す
る
ご
と
く
見
え
る
と
し
て
も
、
や
は
り
呪
術
の
原
理
の
蒔
外
に
は
出

て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
呪
術
は
あ
く
ま
で
擬
似
科
学
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
か
れ
は
そ
の
さ
い
、
呪
術
の
合
理
的
精
神
、

す
た
わ
ち
科
学
と
の
原
理
的
・
方
法
的
関
連
、
形
式
上
の
類
似
を
見
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
経
験
を
つ
ん
だ
呪
術
師
の
方
法
は
科
学
者
の
方

法
と
さ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
。
か
か
る
呪
術
師
は
そ
の
仮
説
に
有
利
な
よ
う
に
、
事
柄
の
規
則
的
な
運
行
を
証
明
す
る
共
感
の
あ
ら
ゆ
る
自

然
的
「
奇
蹟
」
を
祈
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
は
く
呪
術
学
V
と
も
い
う
べ
き
教
義
上
の
呪
術
に
つ
い

て
の
み
で
あ
る
。
通
俗
的
な
呪
術
は
や
は
り
科
学
的
態
度
の
否
定
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
呪
術
は
教
義
的
と
通
俗
的
と
の
二
つ
に
分
げ
ら
れ

る
。
だ
が
、
こ
の
分
類
は
た
ん
と
い
っ
て
も
抽
象
的
な
分
類
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
呪
術
は
、
「
科
学
の
お
こ
た
う
よ
う
に
、
世

代
か
ら
世
代
へ
と
発
展
し
、
発
見
さ
れ
た
法
則
を
よ
り
大
き
な
体
系
中
の
特
殊
な
場
合
と
し
て
行
く
こ
と
を
決
し
て
し
な
か
っ
た
。
」
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
ど
こ
ろ
か
「
呪
術
は
そ
の
体
系
化
を
試
み
よ
う
と
さ
え
し
た
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
げ
で
、
呪
術
と
科
学
、
呪
術
と
技
術
の
異
同
に
は
か
た
り
諸
説
が
あ
る
。
当
面
の
間
題
に
限
定
し
て
い
え
ぱ
、
呪
術
を

か
る
い
意
味
で
テ
ク
ニ
ヅ
ク
と
よ
ぶ
の
は
よ
い
が
、
科
学
的
技
術
の
意
味
で
の
技
術
と
よ
ぶ
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
る
べ
き
で
あ
り
、
同
様
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に
宗
教
的
技
術
と
い
う
表
現
も
こ
の
場
合
に
は
適
当
と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
「
方
便
」
と
か
、
星
野
教
授
の
い
わ
れ
る
「
捷
径
」
な

い
し
「
具
体
的
表
現
u
儀
礼
」
な
ど
の
語
を
適
宜
用
い
る
ほ
か
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
概
念
規
定
の
問
題
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
次
に
念
仏
功
徳
の
こ
と
に
触
れ
よ
う
。
す
で
に
引
用
し
た
ご
と
く
、
親
鴛
も
念
仏
の
現
世

利
益
の
こ
と
を
い
い
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
『
観
無
量
寿
経
」
に
も
「
是
の
如
く
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し

て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
ん
。
仏
の
名
を
称
す
る
が
故
に
、
念
仏
の
中
に
於
て
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
」
と
あ
っ
て
、
念
仏
に
罪
業

消
滅
の
功
徳
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
で
は
法
然
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
法
然
も
そ
の
例
外
で
な
く
、
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
の
中
、
第
十
五
章
「
念
仏
現
世
利
益
篇
」
で
、
同
様
に
念
仏
の
現
世
利
益
を
語
っ
て
い
る
。
「
観
念
法
門
に
云
は
く
、
、
護

念
経
と
い
う
意
は
、
亦
諸
の
悪
鬼
神
を
し
て
便
り
を
得
し
め
ず
。
ま
た
横
病
横
死
、
横
に
厄
難
あ
る
こ
と
な
く
、
一
切
の
爽
障
、
自
然
に

　
　
　
　
　
　
尋

消
散
す
」
と
あ
“
、
「
叉
観
念
法
門
に
云
は
く
、
－
…
叉
般
舟
三
味
経
の
行
品
の
中
に
説
き
て
云
ふ
が
如
き
、
仏
の
言
は
く
、
若
」
人
専
ら

こ
の
念
弥
陀
仏
三
味
を
行
ず
れ
ば
、
常
に
一
切
の
諸
天
、
及
び
四
天
大
王
、
竜
神
八
部
、
随
逐
影
護
し
、
愛
楽
相
見
す
る
こ
と
を
得
て
、

永
く
諸
の
悪
鬼
神
、
欠
障
厄
難
、
棲
に
悩
乱
を
加
ふ
る
こ
と
た
し
。
具
に
は
護
持
品
の
中
に
説
く
如
し
。
叉
云
は
く
、
三
昧
の
道
場
に
入

る
を
除
き
て
、
目
別
に
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と
一
万
し
て
、
命
を
は
る
ま
で
相
続
す
る
老
は
、
即
ち
弥
陀
の
加
念
を
蒙
り
、
罪
障
を
除
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
を
得
。
叉
仏
と
聖
衆
と
、
常
に
来
り
て
護
念
し
給
ふ
こ
と
を
か
う
む
る
。
既
に
護
念
を
蒙
れ
ば
、
即
ち
延
年
転
寿
を
得
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ま
た
祈
り
と
い
亘
言
葉
を
用
い
て
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
た
だ
念
仏
ぱ
か
り
こ
そ
現
当
二
世
の
利
益
と
は
な
り
侯
は
め
」
と
も
、
「
返
々
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

修
念
仏
を
、
現
当
の
い
の
り
と
は
申
侯
べ
き
た
り
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
念
仏
と
い
う
祈
り
に
現
世
利
益
あ
る
い
は
現
当
二

世
の
利
益
が
あ
る
こ
と
を
し
き
り
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
法
然
の
念
仏
を
呪
術
的
と
断
ず
る
こ
と
は
当
を
得
て
い

な
い
。
　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
第
五
章
「
念
仏
利
益
篇
」
で
は
利
益
を
大
小
に
分
か
ち
、
念
仏
に
大
利
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
「
こ

の
大
利
と
は
、
是
れ
小
利
に
対
す
る
の
言
な
り
。
然
れ
ぼ
則
ち
菩
提
心
等
の
諸
行
を
も
っ
て
小
利
と
な
し
、
乃
至
一
念
を
も
っ
て
大
利
と

614
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た
す
。
然
れ
ぱ
則
ち
も
ろ
も
ろ
の
往
生
を
願
求
せ
ん
人
、
何
ぞ
無
上
大
利
の
念
仏
を
廃
し
て
、
強
ひ
て
有
上
小
利
の
余
行
を
修
せ
ん
や
」
。

こ
の
場
合
、
念
仏
行
に
「
功
徳
の
大
利
」
あ
り
、
菩
提
心
等
の
諸
行
に
「
功
徳
の
小
利
」
し
か
た
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
ひ
る
が

え
っ
て
前
述
の
念
仏
の
現
世
利
益
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
念
仏
自
体
に
お
い
て
も
功
徳
に
二
種
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
つ
は
念
仏

行
そ
の
も
の
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
、
念
仏
行
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
の
功
徳
で
あ
っ
て
、
「
大
利
」
と
も
「
無
上
の
功
徳
」
と
も
称
せ

ら
れ
、
「
そ
れ
彼
の
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
く
｝
」
と
を
得
る
こ
と
あ
り
て
、
歓
喜
し
て
一
念
に
至
る
ま
で
、
み
た
彼
に
生
ず
る
こ
と
を
得
べ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

し
L
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
浄
土
往
生
の
功
徳
で
あ
り
、
「
永
遠
の
大
生
命
に
生
か
さ
れ
る
大
利
益
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
い

わ
ぱ
そ
れ
に
附
随
す
る
功
徳
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ぱ
、
本
釆
的
な
功
徳
を
育
て
あ
げ
て
い
く
前
提
的
・
誘
引
的
功
徳
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
第
二
の
功
徳
も
、
じ
つ
は
第
一
の
本
来
的
な
功
徳
を
実
現
す
る
た
め
に
や
は
り
弥
陀
か
ら
廻
施
さ
れ
た
功
徳
で

あ
っ
て
、
第
一
の
功
徳
と
別
存
す
る
も
の
、
異
質
的
な
も
の
、
劣
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
機
の
相
違
に
応
じ
て
こ
れ
を
単
た
る
現

世
利
益
と
解
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
大
利
・
小
利
に
つ
い
て
、
「
原
ぬ
る
に
夫
れ
仏
意
は
、
正
直
に
念
仏
の
行

を
説
か
ん
と
欲
す
と
い
へ
ど
も
、
機
に
随
ひ
て
、
一
往
菩
提
心
等
の
諸
行
を
説
き
て
、
三
輩
の
浅
深
不
同
を
分
別
す
。
然
る
に
今
諸
行
に

お
い
て
は
、
即
に
捨
て
て
歎
ぜ
ず
、
置
い
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
の
た
り
。
た
だ
念
仏
の
一
行
に
つ
き
て
、
即
に
選
び
て
讃
歎
し
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

思
う
て
分
別
す
べ
き
も
の
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
念
仏
の
二
種
の
功
徳
に
つ
い
て
も
「
機
に
随
ひ
て
」
方
便
的
た

説
き
方
が
お
こ
た
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
二
者
を
分
離
し
、
一
方
を
純
粋
な
念
仏
、
他

方
を
呪
術
的
念
仏
と
す
る
こ
と
は
抽
象
的
な
理
解
の
仕
方
と
い
わ
た
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
て
石
井
教
道
博
士
が
「
現
世
の

祈
り
に
も
念
仏
が
目
出
た
い
と
示
し
つ
つ
、
す
ぐ
に
永
遠
の
大
生
命
と
結
び
つ
か
せ
て
、
そ
し
て
其
現
世
利
益
の
効
果
有
無
を
安
心
の
上

に
あ
り
と
な
し
、
そ
の
安
心
が
即
ち
永
遠
の
生
命
へ
の
転
換
を
自
然
に
な
さ
し
め
う
る
よ
う
に
と
心
づ
か
い
し
た
ま
え
る
親
切
さ
は
、
几

夫
宗
教
の
元
祖
な
ら
で
は
か
な
わ
ぬ
所
の
如
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぱ
、
今
日
現
在
生
活
と
遊
離
し
た
念
仏
を
説
い
た
り
、
叉
之
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と
反
対
に
永
遠
の
生
命
と
達
り
の
な
い
唯
現
世
利
益
を
の
み
説
く
宗
教
に
走
る
も
の
の
た
め
に
注
意
を
与
え
て
お
き
た
い
」
と
い
う
証
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈎

も
、
当
面
の
間
題
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
重
要
な
蚤
言
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
さ
き
に
、
『
念
仏
と
呪
術
』
に
か
ん
し
て
、
原
理
的
な
念
仏
の
立
場
が
ふ
た
た
び
現
象
面
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
が
明
瞭
で
な
い

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
星
野
教
援
も
こ
の
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
い
ら
れ
る
ご
と
く
、
教
授
の
別
の
著
書

『
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
』
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
家
永
博
士
の
杜
会
実
践
に
か
ん
す
る
所
説
に
た
い
す
る
反
論
と
し

て
の
役
割
を
実
質
的
に
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
念
仏
の
も
つ
還
相
面
を
原
理
的
に
解
明
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
宗
教

的
実
践
は
「
厭
離
穣
土
」
と
い
い
、
解
脱
と
い
い
、
現
実
否
定
の
実
践
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
杜
会
実
践
は
あ
く
ま
で
現
実
肯
定
的
な

実
践
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
こ
れ
ら
二
つ
の
実
践
は
異
質
的
で
あ
る
か
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
宗
教
者
が
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
人
問
が
杜
会
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
さ
ら
に
宗
教
が
実
践
で
あ
る
か
ぎ
り
、
宗
教
的
実
践
は
あ
る
種
の
杜
会
実

践
で
あ
る
。
宗
教
的
実
践
は
ま
ず
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
た
性
格
を
有
す
る
。
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
と
の
関
係
に
つ
い
て
究

明
を
ふ
か
め
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
往
相
的
な
宗
教
的
実
践
と
還
相
的
な
宗
教
的
実
践
の
二
種
の
仕
方
が
見
出
さ
れ
る
。
現
実
の
矛
盾
を
脱

却
せ
ん
と
努
力
精
進
す
る
「
上
求
菩
提
」
の
宗
教
的
実
践
と
、
矛
盾
を
脱
却
し
解
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
を
救
済
せ
ん
と
し
て
現
実

に
働
く
「
下
化
衆
生
」
の
宗
教
的
実
践
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
往
相
的
実
践
は
個
的
で
あ
り
内
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
浄
土
へ

往
生
せ
ん
と
す
る
願
い
を
こ
め
て
の
実
践
で
あ
る
。
だ
が
、
往
相
的
実
践
は
じ
つ
は
単
な
る
個
的
・
内
的
な
実
践
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
「
願

共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
す
な
わ
ち
「
諸
の
衆
生
と
共
に
」
か
の
国
へ
生
ま
れ
ん
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
往
相
的
実
践
が
杜
会
実
践

と
し
て
働
く
と
き
、
如
何
に
そ
れ
が
、
個
的
内
的
な
性
格
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
度
衆
生
心
が
社
会
的
に
も
働
か
な
い
は
ず
は
な
か
ろ
う
」
。

還
相
的
実
践
は
具
体
的
に
は
現
実
的
杜
会
に
お
げ
る
出
来
事
と
し
て
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
宗
教
的
原
理
か
ら
本
質
必
然
的
に
規
定
さ
れ

る
社
会
実
践
で
あ
る
。
そ
の
時
、
そ
の
場
に
応
じ
て
自
然
に
実
践
さ
れ
て
い
く
底
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ぱ
、

6I6
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還
相
的
実
践
と
し
て
の
杜
会
実
践
は
「
自
然
法
爾
」
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
自
然
法
爾
と
は
「
現
実
の
も
ろ
も
ろ
の
法
則
に
従
う
こ

と
」
で
あ
り
、
現
実
の
も
ろ
も
ろ
の
法
則
に
従
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
法
則
を
正
し
く
そ
の
あ
り
ま
ま
に
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
仏
教
的
な
「
無
知
」
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
態
度
を
あ
ら
わ
す
。
「
無
知
」
に
根
拠
づ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
場
合
の
杜
会

実
践
は
単
な
る
科
学
的
た
杜
会
実
践
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
科
学
的
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
根
低
的
に
宗
教
的
立
場
に
立
っ
た
杜
会
実

践
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
往
相
的
実
践
と
還
相
的
実
践
と
を
分
け
て
説
述
し
て
き
た
が
、
こ
の
二
者
は
じ
つ
は
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て

二
で
あ
る
。
　
「
往
相
の
は
た
ら
き
な
く
し
て
還
相
の
は
た
ら
き
は
あ
り
え
な
い
。
還
相
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
は
往
相

の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
。
　
二
者
が
か
く
の
ご
と
く
一
で
あ
る
の
は
そ
こ
に
如
来
の
願
心
の
廻
向
が
働
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
　
「
往
相
と
還
相
と
は
し
ぱ
ら
く
の
区
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
現
実
に
は
一
つ
の
如
来
廻
向
の
働
き
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、

一
つ
の
宗
教
的
実
践
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
こ
こ
で
は
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
の
二
つ
の
異
な
っ
た
実
践
が
あ
る
の

で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
の
実
践
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
杜
会
実
践
を
な
す
こ
と
の
う
ち
に
宗
教
的
実
践
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

宗
教
的
実
践
は
常
に
杜
会
実
践
に
お
い
て
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
」
。

　
右
が
『
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
』
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
家
永
博
士
の
い
わ
れ
る
「
人
問
の
社
会
的
実
践
↓
罪
障
の
自
覚
」

と
い
う
信
仰
構
造
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
よ
う
。
か
か
る
信
仰
構
造
は
宗
教
的
な
行
を
考
え
て
い
な
い
、
罪
の
真
の
自
覚
は
宗
教
的
に
し
か

起
り
え
な
い
、
こ
の
構
造
は
信
仰
の
超
越
的
（
人
格
的
）
対
象
を
欠
く
等
々
の
一
種
の
超
越
批
評
は
し
ば
ら
く
措
き
、
宗
教
的
実
践
皿
杜

会
実
践
（
星
野
教
援
の
主
張
さ
れ
る
意
味
で
の
）
を
認
め
て
こ
れ
を
こ
の
信
仰
構
造
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ぱ
、
家
永
博
士
の
主
張
が
そ
の

外
見
と
異
な
り
、
宗
教
者
か
ら
見
た
場
合
の
無
宗
教
で
は
な
い
こ
と
に
た
ろ
う
。
同
様
に
、
「
そ
れ
（
宗
教
）
は
杜
会
的
実
践
の
否
定
的
転

換
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
罪
の
自
覚
以
外
に
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
⑪
）
と
い
亘
言
葉
も
お
な
じ
仕
方
で
換
骨
奪
胎
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
、
そ
の
お
な
じ
論
法
で
、
「
仏
教
が
そ
の
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ぱ
、
そ
の
呪
術
性
を
清
算
」
て
真
の
く
宗
教
V
に
転
化
す

617



邪

る
ほ
か
残
さ
れ
た
道
は
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
L
と
い
う
断
言
も
、
む
し
ろ
呪
術
的
た
念
仏
を
清
算
し
て
、
あ
る
べ
き
念
仏
を
姿

へ
、
す
な
わ
ち
原
理
的
な
念
仏
が
そ
の
あ
る
べ
き
姿
で
現
象
す
る
あ
り
方
へ
と
立
ち
も
ど
る
こ
と
の
懲
掻
と
み
な
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
実
践
の
否
定
的
転
換
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
罪
の
自
覚
　
　
そ
の
よ
う
な
も
の
は
宗
教
で
は
な
い
と
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
で
も
差

し
つ
か
え
な
い
、
と
家
永
博
士
は
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
宗
教
の
名
に
値
す
る
の
だ
と
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

5
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
「
念
罪
」
は
単
に
非
宗
教
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
、
　
「
念
罪
」
と
い
う
杜
会
的
実
践
を
お
こ
な
っ
て
い

る
人
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
そ
れ
が
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
宗
教
的
実
践
に
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
、
ひ
と
た
び
宗
教
的
実
践
で
あ
れ
ぼ
、
介
在
の
余
地
な
し
と
さ
れ
た
「
念
仏
」
－
た
だ
し
あ
く
ま
で
呪
術
的
念
仏
で
な
い
－
も
、

少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
そ
れ
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

　
な
お
、
そ
の
他
い
く
つ
か
の
注
意
す
べ
き
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
］
〕
現
在
、
念
仏
は
そ
の
当
時
と
ち
が
っ
て
易
行
道
で
た
く
、
む
し
ろ
難

行
道
と
受
げ
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
（
⑥
）
目
呪
術
的
念
仏
か
ら
真
の
念
仏
へ
の
教
導
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
し
か

し
、
現
実
に
そ
れ
が
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
か
が
明
確
で
な
い
こ
と
。
（
⑨
）
　
目
ロ
ニ
ー
の
説
述
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
呪
術
は

「
世
代
か
ら
世
代
へ
発
展
」
し
た
り
体
系
化
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
念
仏
は
、
法
然
か
ら
親
鷲
へ

の
一
場
面
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
す
で
に
宗
教
の
論
理
と
し
て
の
展
開
が
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
祖
師
と
二
祖
、
三
祖
の
伝

承
と
い
う
面
か
ら
み
て
も
、
そ
こ
に
は
開
祖
の
体
験
の
論
理
化
・
体
系
化
、
一
種
の
「
学
」
、
　
つ
ま
り
宗
学
の
形
成
が
あ
る
。
そ
し
て
世

代
か
ら
世
代
へ
の
発
展
（
真
の
意
味
で
発
展
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
が
あ
り
、
永
続
的
な
交
わ
り
（
具
体
的
に
は
教
団
や
教

会
と
L
て
）
が
あ
る
。
呪
術
に
は
こ
れ
ら
の
も
の
は
な
い
。
あ
る
と
し
て
も
一
時
的
・
暫
定
的
の
も
の
で
、
目
的
が
遂
行
さ
れ
れ
ぼ
解
消

　
　
　
　
　
　
　
鯛

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
種
々
の
間
題
点
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
が
、
最
後
に
く
り
か
え
し
て
い
う
と
、
「
現
象
的
に
み
る

と
ぎ
、
念
仏
が
呪
術
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
念
仏
と
い
う
も
の
が
本
来
呪
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
た
こ
と
」

で
あ
り
、
「
念
仏
が
現
象
的
に
呪
術
的
に
機
能
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
本
質
ま
で
も
呪
術
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
次
元
の
相
異
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
つ
ま
り
宗
教
現
象
の
分
析
や
そ
こ
か
ら
の
帰
納
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

宗
教
哲
学
的
に
自
已
自
身
の
主
体
的
根
源
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
体
認
さ
れ
る
も
の
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
き
、
念
仏
が
呪
術
で
あ
る
か
ど

う
か
は
間
題
で
な
く
、
「
念
仏
は
呪
術
的
で
あ
る
べ
き
で
な
い
」
　
「
呪
術
的
で
な
い
の
が
念
仏
で
あ
る
」
と
さ
え
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
o

注
ω
　
家
永
三
郎
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
再
版
序
号
弓

　
②
同
二
三
三
頁
o

　
③
同
二
三
五
頁
o

　
ω
　
　
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
・
：
…
願
を
を
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ぽ
、
他
カ
を
た
の
み
た
て
ま

　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
つ
る
悪
入
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
O
」
（
傍
点
筆
者
）

　
⑤
　
　
「
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ
ろ
、
を
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
さ
ふ
ら
は

　
　
ぬ
は
、
い
か
に
と
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
や
ら
ん
と
、
ま
う
し
い
れ
て
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ぱ
．
親
鷲
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お

　
　
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
げ
り
。
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
、
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
こ
ぷ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぱ
ぬ
に
て
、
い
よ

　
　
い
よ
往
生
は
一
定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
：
・
…
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
げ
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の

　
　
も
し
く
お
ほ
ゆ
る
な
り
O
」

　
㈹
　
家
永
三
郎
、
前
掲
書
二
三
八
頁
。
　
　
　
　
ω
　
同
　
二
四
六
頁
。

　
⑦
　
星
野
元
豊
教
授
の
著
論
文
を
で
き
る
だ
け
掲
げ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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⑩（9）（8〕⑪
　
1
　
『
宗
教
哲
学
』
　
昭
和
二
十
三
年
二
月
、
目
本
科
学
杜
。

　
2
　
『
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
』
　
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
、
法
蔵
館
。

　
3
　
『
浄
土
　
　
存
在
と
意
義
』
　
昭
和
三
十
二
年
四
月
（
昭
和
三
十
五
年
十
月
　
二
刷
）
、
法
蔵
館
。

　
4
　
『
仏
教
』
　
三
十
五
年
五
月
、
現
代
哲
学
全
書
、
青
木
書
店
。

　
5
　
『
宗
教
哲
学
』
　
昭
和
三
十
五
年
四
月
改
訂
二
刷
、
法
蔵
館
。

　
6
　
『
念
仏
と
呪
術
』
　
昭
和
三
十
五
年
六
月
、
あ
そ
か
書
林
。

　
7
　
『
新
し
き
世
代
の
宗
教
』
　
（
？
）

　
8
　
「
イ
マ
ゴ
・
デ
イ
」
（
竜
谷
学
報
、
昭
和
十
五
年
）
0

　
9
　
「
宗
教
哲
学
」
（
『
新
宗
教
論
大
系
』
）
。

　
1
0
　
「
宗
教
現
象
の
構
造
」
（
『
竜
谷
大
学
論
集
』
森
川
智
徳
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
）
。

　
u
∪
印
ω
＜
O
『
｝
警
け
昌
尉
匝
O
ω
一
〕
目
φ
O
巨
眈
一
汐
O
す
O
目
U
O
自
汗
O
目
ω
N
■
宍
與
ユ
｝
與
暮
匡
（
二
＞
目
一
奉
O
き
、
句
O
ω
房
O
旨
ユ
津
N
昌
旨
↓
〇
一
〇
〇
σ
目
暮
ω
冨
胴
く
O
目

　
　
宍
彗
－
｝
胃
艘
與
昌
－
〇
一
竃
巴
－
8
①
．
ω
．
§
ω
－
轟
杜
）
0

　
1
2
　
「
非
神
話
化
の
基
礎
」
（
『
宗
教
研
究
』
一
五
四
号
）
。

　
1
3
　
「
聖
と
俗
と
の
間
」
（
同
　
一
六
二
号
）
。

　
1
4
　
「
宗
教
の
本
質
把
握
に
つ
い
て
」
（
目
本
宗
教
学
会
第
十
九
回
学
術
大
会
）
。

　
星
野
元
豊
『
宗
教
哲
学
』
　
五
一
－
五
二
頁
。

　
同
　
改
訂
瓶
二
〇
一
－
二
〇
二
頁
o

　
星
野
教
授
の
他
の
著
書
に
は
、
宗
教
を
聖
と
俗
と
の
関
係
か
ら
さ
ら
に
根
本
的
に
規
定
し
た
箇
所
、
す
な
わ
ち
、
　
「
俗
か
ら
聖
へ
」
の
方
向
と
と

も
に
「
聖
か
ら
俗
へ
」
の
方
向
か
ら
も
考
え
た
箇
所
が
あ
る
（
『
浄
土
』
序
九
－
十
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
に
も
見
出
さ
れ
る
。
　
「
主
よ
、
わ
た
」
の
信
仰
が
汝
を
呼
ぴ
求
め
る
o
わ
た
し
の
信
仰
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⑮　⑭　⑬鈎鯛⑳⑳⑳⑲⑱⑰⑯
は
汝
が
わ
た
し
に
あ
た
え
た
も
う
た
も
の
」
。
　
（
第
一
章
）

　
－
似
H
o
目
5
－
＞
昌
け
9
自
昌
①
内
O
冒
㌣
一
－
印
冒
胆
①
q
τ
（
O
O
－
o
o
ユ
O
自
O
目
o
ω
巴
ω
－
㎞
o
～
Z
。
杜
－
ω
）

　
吉
田
訳
『
呪
術
』
　
一
〇
二
頁
o

　
同
　
一
〇
四
貢
。

　
同
　
一
〇
九
頁
。

　
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
（
土
川
勤
学
宗
学
興
隆
会
）
　
一
一
九
－
一
二
〇
頁
（
以
下
『
選
択
集
』
と
略
す
）
。

六
三
三
頁
（
以
下
『
全
講
』
と
路
す
）
。
書
き
下
し
文
は
『
全
講
』
に
よ
る
。

　
『
選
択
集
』
　
一
二
一
－
一
二
二
頁
。
『
全
講
』
六
三
九
－
六
四
頁
。

石
井
教
道
『
選
択
集
全
講
』
六
三
二
1

葬
整
編
一
灘
法
然
上
人
全
集
一
五
二
八
頁
、
・
警
の
二
位
の
禅
尼
一
進
ず
る
御
返
事
・
。
一
全
講
一
六
四
三
頁
。

　
『
勅
伝
』
二
五
、
井
川
定
慶
編
『
法
然
上
人
伝
全
集
』
二
五
二
頁
。
『
全
講
』
六
四
二
頁
。

　
『
選
択
集
』
　
五
〇
1
五
一
頁
。
　
『
全
講
』
二
六
五
－
二
六
六
頁
。

　
『
選
択
集
』
　
四
八
頁
。
　
『
全
講
』
二
五
六
頁
。

　
『
全
講
』
　
二
五
七
頁
o

　
『
選
択
集
』
　
四
九
頁
。
　
『
全
講
』
　
二
五
八
－
二
五
九
頁
。

　
『
全
講
』
　
六
四
四
頁
。

　
㈲
に
お
い
て
坂
本
教
授
が
「
呪
カ
思
念
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
そ
れ
が
直
ち
に
呪
術
で
な
い
こ
と
、
ま
た
念
仏
の
呪
カ
恩
念
的
な
側
面
も
経
釈

の
脈
絡
か
ら
か
っ
て
に
切
断
し
て
取
り
出
さ
れ
た
功
徳
利
益
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
合
と
く
に
注
目

す
べ
き
で
あ
る
o

　
『
宗
教
的
実
践
と
杜
会
実
践
』
と
の
中
に
は
、
往
相
的
・
還
相
的
い
ず
れ
の
実
践
を
論
述
す
る
さ
い
に
も
、
親
鷲
の
　
『
現
世
利
益
和
讃
』
が
引
用

さ
れ
、
か
つ
呪
術
云
々
の
言
及
が
あ
る
（
四
六
、
一
一
七
、
一
二
八
頁
）
。
こ
の
書
は
昭
和
二
十
五
年
に
一
公
け
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
星
野
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教
授
が
『
念
仏
と
呪
術
』
で
展
開
さ
れ
た
論
究
の
骨
子
は
す
で
に
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
程
度
ま
で
成
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

錫
　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
に
侯
ち
た
い
。
佐
藤
賢
順
博
士
「
法
然
の
念
仏
・
親
驚
の
念
仏
」
（
『
理
想
』
昭
和
三
十
六
年
九
月
号
）
参

　
照
o
と
く
に
三
－
四
頁
。

〔
あ
と
が
き
〕
　
本
論
政
の
資
料
と
な
っ
た
『
中
外
』
所
載
の
論
文
は
大
正
大
学
講
師
宮
林
昭
彦
氏
か
ら
お
借
り
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た

　
　
　
　
　
　
い
o
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