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《
仏
教
儀
礼
と
声
明
》

　
「
漢
字
」
の
音
読
み
に
は
数
種
あ
っ
て
、
や
や
こ
し
い
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
「
西
域
」
は
一
般
に
「
さ
い
・
い
き
」
と
読
み
、「
せ
い
・
い
き
」
と
は
言
わ

な
い
。
後
者
を
口
に
す
る
と
、
多
く
は
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
の
「
聖
域
」
を
連
想
す
る

だ
ろ
う
。
孫
悟
空
が
活
躍
す
る
「
西
遊
記
」
も
「
さ
い
・
ゆ
う
・
き
」
で
あ
っ
て
、

「
せ
い
・
ゆ
う
・
き
」
で
は
な
い
。「
西
」
の
「
せ
い
」
は
漢
音
、「
さ
い
」
は
呉
音
の

読
み
で
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
後
者
の
呉
音
は
、
漢
音
が
制
度
的
に
導
入
さ
れ
る

７
～
８
世
紀
以
前
か
ら
こ
の
国
に
定
着
し
て
い
た
読
み
方
で
、
仏
教
用
語
と
し
て
は

こ
ち
ら
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
聖
観
音
」
も
「
し
ょ
う
・
か
ん
の
ん
」
で
、

「
せ
い
・
か
ん
の
ん
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。

　

同
様
に
仏
教
世
界
の
「
声
明
」
も
、
主
張
や
訴
え
を
公
言
す
る
漢
音
の
「
せ
い
・

め
い
」
と
は
区
別
さ
れ
て
、
呉
音
で
「
し
ょ
う
（
し
ゃ
う
）・
み
ょ
う
」
と
発
音
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
明
」
を
唐
音
で
「
み
ん
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

こ
の
「
声
明
」
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
五
大
学
術
（「
五
明
」）
の
一
つ
で
、「
バ
ラ

モ
ン
教
と
い
う
宗
教
の
経
典
の
読
み
方
を
研
究
す
る
学
問
、
発
音
学
・
音
韻
学（

１
）」
を

長
谷
の
音
─
─

豊
山
声
明

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山

豊

山

神

楽

院

長

谷

寺

文

中
島
敬
介

指
し
た
。
こ
れ
が
中
国
で
「
声
明
」
と
訳
さ
れ
て
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
学
問
研
究
で
あ
る
「
声
明
」
と
は
別
に
、
仏
教
の
儀
礼
音
楽
も
中
国
・
韓
半
島

を
経
由
し
て
伝
わ
り
、
日
本
で
は
「
梵ぼ
ん

唄ば
い

・
讃さ
ん

」
と
呼
ば
れ
て
、
６
世
紀
中
期
の
仏
教

公
伝
以
来
、
法
会
や
法
要
の
機
会
に
朗
誦
さ
れ
て
き
た
。
い
っ
た
ん
、
経
典
の
読
み
方

の
研
究
と
朗
唱
の
実
践
に
分
か
れ
た
両
者
は
、
13
世
紀
の
初
め
に
縒よ

り
を
戻
す
。
こ
の

時
期
、
天
台
宗
の
僧
侶
・
湛た
ん

智ち

（
１
１
６
３–

１
２
３
７
ご
ろ
）
が
、『
声
明
用
心
集
』

を
著
し
、雅
楽
の
理
論
も
盛
り
込
ん
で
、従
来
の
古
風
な
唱
法（「
古
流
」）に
対
峙
す
る

新
し
い
仏
教
楽
理
（「
新
流
」）
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
の
湛
智
の
『
声
明
用
心
集
』
が

出
る
「
前
後
か
ら
『
声
明
』
と
い
う
語
が
広
ま
っ
た
」
と
さ
れ
、「『
声
明
』
と
い
う
語
を

仏
教
儀
式
音
楽
の
意
味
に
用
い
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る（

２
）。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
厳
格
な
仏
教
辞
典
類
に
は
、「
シ
ヤ
ウ

ミ
ヤ
ウ
声
明
」
の
項
に
は「
五
明
の
一
」
と
し
か
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る（
３
）。

や
や
柔
軟
に
幅
広
く
語
彙
を
収
録
し
て
い
る
『
仏
教
語
大
辞
典（
４
）』
で
も
、「【
声
明
】

し
ょ
う
み
ょ
う
」
は
、
ま
ず
「
音
声
・
言
語
の
学
問
。
五
明
の
一
」
と
定
義
さ
れ
、
仏
教

音
楽
と
し
て
の
「
声
明
」
は
、
第
２
の
異
な
る
意
味
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

儀
式
に
用
い
る
讃
詠
。
節
を
つ
け
て
経
文
を
諷
頌
す
る
こ
と
。
梵
唄
（
ぼ
ん

ば
い
）と
も
い
う
。経
文
の
う
ち
の
偈
頌（
げ
じ
ゅ
）〈
詩
歌
〉を
昇
降
・
屈
曲
の

節
を
つ
け
て
仏
前
で
朗
誦
す
る
こ
と
。わ
が
国
で
は
平
安
時
代
ご
ろ
に
真
言
宗

と
天
台
宗
と
が
こ
れ
を
伝
来
し
、
中
期
以
後
大
い
に
行
わ
れ
た
。
後
、
念
仏
や

和
讃
が
流
行
す
る
に
つ
れ
て
、
お
の
ず
か
ら
音
節
の
変
化
が
あ
っ
た
。
わ
が
国

の
声
楽
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。〔
…（

５
）〕

　

ど
う
に
も
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
の
は
、
最
後
か
ら
２
つ
め
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
接
続

さ
れ
る
べ
き
説
明
が
、
次
の
「【
声
明
家
】
し
ょ
う
み
ょ
う
け
」
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
仏
教
音
楽
で
あ
る
梵
唄
を
研
究
・
実
習
す
る
系
統
の
人

び
と
を
い
う
。〔
…
〕
わ
が
国
の
声
明
は
顕
密
の
二
流
に
分
か
れ
、
洛
外
大
原
の

地
は
天
台
宗
の
声
明
を
伝
え
、
洛
北
千
本
に
は
真
言
宗
の
声
明
を
伝
え
た
。

天
台
宗
の
声
明
は
円
仁
を
祖
と
し
円
珍
以
下
数
代
を
経
て
、
良
忍
に
及
ん
で

大
成
さ
れ
た
。
真
言
宗
の
声
明
は
千
本
通
の
上
品
蓮
台
寺
・
大
報
恩
寺
・
引
摂

寺
な
ど
に
伝
え
ら
れ
、
広
沢
流
の
寛
朝
が
最
も
有
名
で
あ
る（

６
）。

　

こ
の
奇
妙
な
説
明
の
分
割
は
、
あ
る
い
は
良
忍
（
大
原
〈
天
台
〉
声
明
の
完
成
者

と
さ
れ
る
）
と
寛
朝
（
真
言
声
明
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
）
の
2
人
を
、「
声
明
家
」
と

し
て
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
さ
せ
た
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
こ
の
記
述
だ
け
を

読
め
ば
、
両
者
は
（
そ
し
て
円
仁
・
円
珍
も
一
括
り
で
）「
梵
唄
を
研
究
・
実
習
す
る

系
統
の
人
び
と
」
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
の
「
声
明
」
の
記
述
は
、

先
に
触
れ
た
湛
智
の
出
現
以
前
、
す
な
わ
ち
仏
教
音
楽
の
意
味
で
「
声
明
」
と
い
う

言
葉
が
普
及
す
る
前
の
時
代
で
終
わ
っ
て
い
る
。
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム（

７
）と
文
句
を
つ
け

た
く
な
る
が
、
ぐ
っ
と
抑
え
て
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
後
の
「
仏
教
儀
礼
音
楽
で
あ
る

声
明
」（
以
下
、
こ
れ
を
「
声
明
」
と
い
う
）
の
動
向
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

《
声
明
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
⁉
》

　

真
言
声
明
も
天
台
声
明
も
、『
文
化
庁
の
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
で
は
、

「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
真
言
声
明

に
つ
い
て
は
、『
辞
典
』
末
尾
の
「
広
さ
流
の
寛
朝
」
以
降
の
展
開
を
、
次
の
よ
う
に

記
述
し
て
い
る（

８
）。

　

寛
朝
よ
り
し
ば
ら
く
し
て
宗
観
が
出
て
真
言
声
明
の
声
価
を
高
か
ら
し
め
た
。

宗
観
を
大
進
上
人
と
呼
ん
だ
の
で
、
そ
の
声
明
を
「
進
流
」
と
い
う
。
こ
の

声
明
は
そ
の
後
、全
国
に
普
及
す
る
と
と
も
に
、そ
の
曲
節
も
乱
れ
る
に
至
っ
た

長
谷
の
音

Euro-NARASIA  │  REPORT

EU_NARASIA_Q_19.indd   30-31EU_NARASIA_Q_19.indd   30-31 2021/09/30   11:422021/09/30   11:42

EUR
NAR SIA
Re-Oriented Media Sent from Nara
EURO-NARASIA Q

EUR
NAR SIA
Re-Oriented Me adi  S ten  from Nara
EURO-NARASIA Q



33 32長谷の音

の
で
、
近
衛
天
皇
の
頃
、
京
都
御
室
の
覚
性
法
親
王
は
仁
和
寺
へ
真
言
声
明
を

召
集
し
、
検
討
の
結
果
、
相
応
院
流
（
本
相
応
院
流
、
新
相
応
院
流
）、
醍
醐
流
、

進
流
の
四
流
に
区
分
し
た
。
し
か
る
に
鎌
倉
時
代
中
期
に
至
り
、
高
野
山
に

進
流
を
移
し
た
の
で
、
進
流
を
「
南
山
進
流
」
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、正
応
年
間
に
高
野
山
の
頼
瑜
僧
正
は
勅
許
を
得
て
紀
伊
国
根
来
山
に

移
り
、
南
山
進
流
と
醍
醐
流
と
を
合
わ
せ
研
究
し
て
一
流
を
開
い
た
。
こ
れ
を

新
義
声
明
と
い
う
。
天
正
十
三
年
根
来
山
は
豊
臣
秀
吉
の
攻
撃
に
よ
り
焼
亡

し
、
そ
の
一
部
は
大
和
の
長
谷
寺
に
逃
れ
て
豊
山
派
を
開
き
、
他
の
一
部
は

京
都
に
逃
れ
て
智
山
派
を
開
い
た
。
か
く
し
て
真
言
声
明
は
南
山
進
流
、
新
義

豊
山
派
、
同
智
山
派
の
三
流
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

声
明
は
各
種
の
法
会
に
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
時
次
第
に
法
会
は

往
時
の
よ
う
に
十
分
に
時
間
を
か
け
て
盛
大
に
行
う
と
い
う
こ
と
が
少
な
く

な
り
、
簡
略
化
さ
れ
、
そ
れ
に
要
し
た
い
ろ
い
ろ
な
声
明
が
唱
え
ら
れ
な
く

な
り
、
声
明
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

　

一
大
事
で
は
な
い
か
！
よ
く
も
「
声
明
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
」
と
澄
ま
し

て
い
ら
れ
る
も
の
だ
。
文
化
財
を
保
護
す
る
立
場
と
す
れ
ば
、
そ
の
先
に
こ
そ
目
を

向
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、「
声
明
」
だ
け
が

「
ぽ
つ
ん
」
と
１
つ
だ
け
消
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
声
明
は

「
法
会
」
に
つ
な
が
り
、
法
会
は
「
信
仰
」
に—

—

分
か
ち
が
た
く—

—

つ
な
が
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
教
義
の
理
解
と
儀
礼
の
実
践
は
、
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
信
仰
の

成
立
を
支
え
て
い
る
の
だ
。
と
偉
そ
う
に
言
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
私
は
「
声
明
」
に

つ
い
て
何
ほ
ど
知
っ
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
仏
教
の
声
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
讃
美

歌
と
ど
こ
が
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か
。
ウ
ィ
ル
ス
対
策
も
万
全
に
、
私
は
豊
山
声
明
で

名
高
い
長
谷
寺
に
向
か
っ
た

《
長
谷
寺
の
声
明
（
豊
山
声
明
）》　

長
谷
の
か
た
ち
（
観
音
さ
ま
）
と
音
（
声
明
）

　

２
０
２
１
年
５
月
末
。
ふ
だ
ん
な
ら
参
拝
者
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
三
九
九
階
段

も
、
こ
の
日
ば
か
り
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
た
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

長
谷
寺
は
初
瀬
の
山
腹
に
建
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
て
階
段
を
踏
み
し
め
て

い
る
と
、
逆
に
長
谷
寺
の
塔
や
御
堂
や
伽
藍
が
、
初
瀬
の
山
を
造
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

こ
の
寺
の
正
式
名
称
は「
豊
山
神
楽
院
長
谷
寺（
ぶ
ざ
ん
・
か
ぐ
ら
い
ん
・
は
せ
で
ら
）」、

真
言
宗
豊
山
派
の
総
本
山
で
あ
る
。
創
建
は
天
武
天
皇
時
代
で
あ
る
朱
鳥
元
年

（
６
８
６
）
年
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
古
来
多
く
の
人
々
を
惹
き
付
け
て
き
た
本
尊
・

十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
、
天
平
７
年
（
７
３
５
）
に
造
立
が
始
ま
り
、
天
平
19
年

（
７
４
７
）
年
に
完
成
し
た
。
造
立
を
願
っ
た
の
は
聖
武
天
皇
。
あ
ら
ゆ
る
教
え
の
中

で
「
釈
教
（
仏
教
）
が
最
上
」
と
言
い
、
こ
の
世
に
起
こ
る
災
害
病
苦
、「
そ
の
全
て

の
責
任
は
私
ひ
と
り
に
あ
る
」と
言
っ
た
、ち
ょ
う
ど
そ
の
翌
年
に
造
立
が
開
始
さ
れ
、

東
大
寺
盧
遮
那
仏
（
大
仏
）
の
鋳
造
が
始
ま
っ
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
に
完
成
し
て

い
る
。
東
大
寺
の
前
身
で
あ
る
「
山
房
」
を
起
点
に
、
現
在
の
二
月
堂
東
側
で
の
展

開
が
構
想
さ
れ
た
聖
武
天
皇
の
「
観
音
浄
土
空
間
」
は
、
遥
か
こ
の
初
瀬
の
山
の
長

谷
寺
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

山
房
に
込
め
た
わ
が
子
へ
の
弔
い
は
、
や
が
て
金
鍾
寺
で
の
民
へ
の
「
慈
し
み
」
に
、

終
に
は
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
を
救
う—

—

救
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い—

—

東
大
寺

の
「
悲
の
祈
り
」
へ
と
昇
華
し
た
。「
長
谷
の
観
音
さ
ま
」（
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
）

の
右
足
が
一
歩
前
に
進
み
出
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
い
た
た
ま
れ
な
い
」
ほ
ど

激
し
い
「
慈
悲
」
の
造
形
表
現
だ
と
す
れ
ば
、「
長
谷
の
音
」（
豊
山
声
明
）
と
は
、
そ
の

慈
悲
極
ま
っ
た
音
響
表
現
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

長
谷
寺
の
信
仰
の
本
質

　

少
々
お
尋
ね
の
本
題
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
。

　

ご
対
応
い
た
だ
い
た
長
谷
寺
の
僧
侶
は
、
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
、
そ
し
て
ち
ょ
っ
と

困
っ
た
感
じ
で
、
最
初
に
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

当
然
の
困
惑
だ
ろ
う
。
申
し
訳
な
い
の
は
当
方
で
あ
る
。「
声
明
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
申
し
入
れ
た
は
ず
の
人
間
が
、
大
磐
石
（
山
の
岩
盤
）
に
立
つ
「
長
谷
の
観
音
さ
ま
」

か
ら
、
一
向
に
話
題
を
移
そ
う
と
す
る
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

立
場
が
変
わ
っ
て
私
な
ら
、
忙
し
い
か
ら
と
っ
と
と
帰
れ
と
追
い
出
す
と
こ
ろ
、

長
谷
寺
さ
ん
は
優
し
く
す
べ
て
を
受
け
容
れ
る
。

　

私
ど
も
に
と
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
「
観
音
さ
ま
」
は
特
別
で
す
。

　

毎
年
10
名
ほ
ど
の
学
生
（
ほ
と
ん
ど
20
歳
代
）
が
、
長
谷
寺
で
２
年
間
の
修
行

を
志
し
、
そ
の
後
地
元
に
戻
る
の
で
す
が
、
間
近
に
拝
ま
せ
て
い
た
だ
く
う
ち

に
、自
然
に
自
分
の
心
の
拠
り
所
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。自
分
と
い
う
存
在
は
、

こ
の
観
音
さ
ま
無
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
く
ら
い
の
気
持
ち
で
す
ね
。こ
こ

（
長
谷
寺
）
で
修
行
し
た
者
ば
か
り
で
な
く
、
豊
山
派
の
僧
侶
は
、
み
ん
な

観
音
さ
ま
に
そ
う
い
う
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
ど
も
は
真
言
宗
の
僧
で
す
か
ら
、
本
来
な
ら
大
日
如
来
さ
ま
が
ご
本
尊
で
す

が
、「
長
谷
の
観
音
さ
ま
」
だ
け
は
特
別
で
す
。

　

今
も
昔
も
た
く
さ
ん
の
人
々
が
心
の
支
え
と
し
、
観
音
さ
ま
に
救
わ
れ
て
い
る

と
い
う
歴
史
的
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
す
か
ら
、
困
っ
て
い
る
方
、

苦
し
ん
で
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
何
よ
り
観
音
さ
ま
に
お
祈
り
す
る
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
私
ど
も
自
身
が
観
音
さ
ま
に
お
頼
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
長
谷
寺
は
、
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
る
直
前
あ
た
り
に
専
誉

僧
正
（
１
５
３
０–

１
６
０
４
）
が
入
山
さ
れ
、
今
日
の
真
言
宗
新
義
派
の

お
寺
に
な
り
ま
し
た
。
観
音
さ
ま
の
建
立
は
も
ち
ろ
ん
、
観
音
さ
ま
へ
の
信
仰

も
、
そ
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
途
切
れ
る
こ
と
な
く
盛
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
近
世

以
降
、
真
言
宗
の
思
想
が
重
な
り
ま
し
た
。
弘
法
大
師
（
真
言
宗
の
開
祖
・
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35 34長谷の音

空
海
）
が
残
さ
れ
た
『
十
住
心
論
』
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
宗
派
だ
け
で
な
く

世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、共
通
の
水
脈
を
持
ち
、対
立
す
る
こ
と
が
な
い
。

全
て
は
曼
荼
羅
世
界
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
根
底
（
中
心
）
に
あ
る
の
が
、

真
言
宗
の
言
葉
で
言
え
ば
大
日
如
来
さ
ま
で
す
。
私
ど
も
に
と
っ
て
「
長
谷
の

観
音
さ
ま
」
は
、
大
日
如
来
さ
ま
で
あ
り
、
宗
教
の
根
幹
で
あ
る
信
仰
そ
の

も
の
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
観
音
さ
ま
へ
の
お
祈
り
は
、
す
べ
て
の

仏
さ
ま
へ
の
お
祈
り
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

長
谷
寺
に
お
け
る
信
仰
は—

—
そ
し
て
、そ
れ
は
奈
良
の
大
寺
に
共
通
す
る
祈
り
の

特
徴
か
も
し
れ
な
い
が—

—

他
者
の
否
定
の
上
に
、
あ
る
い
は
既
に
あ
っ
た
も
の
を

塗
り
潰
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

「
声
明
は
口
伝
で
す
」

　

経
典
が
成
立
す
る
以
前
、
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
教
義
は
師
か
ら
弟
子
に
口
伝

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
口
頭
で
伝
え
る
場
合
、
現
在
で
も
リ
ズ
ム
に
乗
せ
た
り
、

メ
ロ
デ
ィ
を
付
け
た
り
し
ま
す
が
、
当
時
も
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
音
に
乗
せ
て
お
釈
迦
様
の
教
え
を
お
伝
え

す
る
」
と
い
う
口
伝
の
ス
タ
イ
ル
が
、
中
国
を
経
て
日
本
に
も
入
っ
て
き
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
の
リ
ズ
ム
や
メ
ロ
デ
ィ
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、

中
国
で
も
日
本
で
も
国
に
合
っ
た
「
音
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
声
明
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
旋
律
を

つ
け
て
お
経
を
唱
え
る
の
は
、
中
国
や
韓
国
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
の
私
た
ち
の
声
明
の
学
び
方
も
、
基
本
と
し
て
口
伝
で
す
。「
面
授
（
め
ん

じ
ゅ
）」と
呼
ば
れ
、弟
子
は
お
師
匠
さ
ま
か
ら
一
対
一
で
教
わ
り
ま
す
。ま
ず
、

お
師
匠
さ
ま
が
「
こ
う
や
っ
て
や
る
ん
だ
よ
」
と
手
本
を
聞
か
せ
る
。
そ
れ
を

弟
子
が
真
似
を
し
て
唱
え
る
。
お
師
匠
さ
ま
が
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
こ
う
だ
よ
」

と
指
導
し
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
口
伝
で
す
。

　

声
明
と
は
、
仏
教
教
義
の
師
資
相
伝
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
面
授
」は
教
義
の
口
伝
で
は
あ
り
ま
す
が
、お
経
の
文
言
が
伝
授
さ
れ
て
い
る

と
い
う
よ
り
、
そ
の
文
言
に
込
め
ら
れ
て
い
る
「
精
神
性
」、
あ
る
い
は
唱
え
る

時
の「
心
構
え
」、さ
ら
に
は
仏
さ
ま
の
本
質
と
い
う
も
の
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
お
経
の
趣
旨
・
作
法
・
心
構
え
な
ど
も
含
め
て
、

お
師
匠
さ
ま
の
全
人
格
を
弟
子
が
受
け
継
ぐ
、そ
の
一
部
と
し
て「
声（
リ
ズ
ム

や
メ
ロ
デ
ィ
）」
が
あ
る
、
と
い
う
感
じ
で
す
。

　

こ
れ
が
、
こ
の
「
面
授
」
と
い
う
口
伝
ス
タ
イ
ル
の
優
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い

ま
す
が
、今
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、「
一
対
一
」を
貫
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

教
室
で
大
人
数
同
時
に
指
導
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先
生
が
1
人
い
て
、

10
人
20
人
の
学
生
さ
ん
が
一
緒
に
唱
え
る
。そ
の
あ
と
は
、各
々
に
対
応
し
て
、

個
別
に
直
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

経
典
の
文
言
や
解
釈
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
本
質
や
意
味
が
伝
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。
さ
ら
に
申
し
ま
す
と
、
今
日
に
あ
っ
て
は
「
声
明
」
そ
の
も
の

の
役
割
は
、
経
典
の
内
容
を
伝
え
る
と
い
う
よ
り
、「
音
に
よ
る
供
養
」
と
い
う

側
面
が
強
い
と
思
い
ま
す
。
供
養
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

目
に
見
え
る
か
た
ち
で
お
花
や
お
供
物
を
差
し
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、「
音
を

差
し
上
げ
る
」
こ
と
も
、
仏
さ
ま
へ
の
ご
供
養
と
な
り
ま
す
。「
声
明
」
は
、

そ
の
音
に
よ
る
供
養
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
声
」
を
合
わ
せ
る

　

と
こ
ろ
で
、「
声
明
」
は
口
伝
だ
け
で
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

東
大
寺
の
大
仏
さ
ま
の
開
眼
供
養
で
は「
四
箇
法
要
」の
記
録
が
残
っ
て
い
て
、

そ
こ
で
「
声
明
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
１
２
７
０
年
も
昔
の
出
来
事
で
す
が
、

そ
の
と
き
の
「
音
」
が
譜
面
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
、
覚
意
と
い
う

方
が
「
五ご

音い
ん

博ば
か

士せ

」（
博
士
と
は
西
洋
の
音
符
に
相
当
す
る
も
の
）
で
、
大
仏

開
眼
の
と
き
の
も
の
を
含
め
、
当
時
伝
わ
っ
て
い
た
「
声
明
」
の
音
を
、
ほ
と

ん
ど
全
部
採
譜
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ん
と
、
中
世
の
鎌
倉
期
の
日
本
で
譜
面
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
か
。

　

は
い
。
お
そ
ら
く
印
刷
物
と
し
て
配
布
さ
れ
た
楽
譜
と
し
て
は
、
世
界
最
古
の

部
類
に
入
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
日
で
も
使
え
る
状
態
に
な
っ
て
残
っ
て

い
ま
す
。
現
に
私
た
ち
は
今
日
も
、
そ
の
譜
面
に
従
っ
て
「
声
明
」
を
唱
え
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
当
時
既
に
、
西
洋
音
楽
の
ハ
長
調
・

ト
短
調
と
同
じ
よ
う
に
「
調
ち
ょ
う
」
が
、
き
っ
ち
り
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
「
こ
の
曲
は
一い
ち

越こ
つ

調
で
唱
え
て
く
だ
さ
い
・
こ
の
曲
は
平
ひ
ょ
う

調じ
ょ
う
で
唱
え
て
く
だ

さ
い
・
こ
の
曲
は
双そ
う

調じ
ょ
う
で
す
」と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
し
て
、「
そ
の
調
・
こ
の

音
」
と
指
示
さ
れ
れ
ば
、
今
日
で
も
実
際
に
鍵
盤
で
、（
例
え
ば
「
ラ
」
の
音

と
し
て
）
再
現
で
き
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
授
業
で
「
声
明
」
を
扱
う
場
合

も
、
鍵
盤
で
「
ラ
」
を
出
し
て
、
こ
の
音
か
ら
始
め
ま
す
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

個
々
の
練
習
を
積
み
重
ね
れ
ば
、
全
体
の
音
も
合
っ
て
い
く
よ
う
に
で
き
て

い
ま
す
。

　

た
だ
、
西
洋
の
音
符
と
は
違
っ
て
、「
そ
の
調
・
こ
の
音
」
が
、「
一
音
だ
け
」

に
限
定
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
音
」
で
は
な
い
の
で
す
。

特
徴
的
な
の
が
「
声
の
出
し
方
」
で
、
例
え
ば
西
洋
音
楽
で
の
「
ラ
」
の
音
は
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て「
ラ
」の
音
だ
け
で
す
が
、「
声
明
」の
場
合
は
、

目
指
す
音
が
「
ラ
」
な
ら
、
発
声
は
少
し
下
か
ら
出
て
、「
ラ
ァ

」
っ
て
い
う

ふ
う
に
、
上
へ
「
し
ゃ
く
り
」
上
げ
る
、
あ
る
い
は
「
反
り
上
げ
る
」
感
じ
に

発
声
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が
合
わ
せ
ら
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
ま
で
の

「
遊
び
」
の
部
分
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
人
に
よ
っ
て
音
の
感
覚
は

さ
ま
ざ
ま
だ
し
、
若
い
方
も
い
れ
ば
お
年
寄
り
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う

多
様
な
人
た
ち
が
、
最
後
に
同
じ
音
に
到
達
で
き
る
た
め
に
、
一
種
の
工
夫
が

凝
ら
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
西
洋
音
楽
で
言
う
ブ
レ
ス
（
息
継
ぎ
）
の
と
こ
ろ
は
、

「
切
」
と
書
か
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
切
」
と
は
別
に
「
切
心
」
と
い
う
指
示
も

あ
り
ま
す
。「
切
」
は
「
そ
こ
で
ブ
レ
ス
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
す

か
ら
、
当
然
息
と
同
時
に
音
も
切
る
。
一
方
「
切
心
」
は
、「
そ
こ
で
は
音
だ
け

切
っ
て
、
息
は
切
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
指
示
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
声
明
」
に
は
「
間
合
い
」
の
取
り
方
を
一
様
に
せ
ず
、
各
個
人

に
「
間
合
い
」
を
図
る
余
地
を
与
え
、
結
果
と
し
て
、
み
ん
な
で
同
じ
よ
う
に

唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
工
夫
は
、「
切
心
」
の
よ
う
に
指
示
と
し
て
譜
面
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

い
い
え
、
譜
面
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
お
師
匠
さ
ま
か
ら
の
「
面
授
」
で

学
び
ま
す
。「
間
合
い
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
、
多
く
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
テ
ン
ポ
も
基
本
的
に
フ
リ
ー
で
す
が
、
こ
れ
も
譜
面
で
一
律
に
指
示

さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、「
声
明
」
の
耳
で
伝
承

さ
れ
て
い
く
部
分
で
す
。

　

師
か
ら
弟
子
へ
の
口
伝
だ
か
ら
、
当
然
な
が
ら
師
匠
の
「
個
性
」
が
強
く
出
る
だ

ろ
う
。
悪
く
言
え
ば
、
教
え
る
人
に
よ
っ
て
「
ま
ち
ま
ち
」
だ
。
個
性
は
集
団
で
唱
え

る
時
の
一
体
性
を
邪
魔
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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37 36長谷の音

　

長
谷
寺
の
毎
日
は
、
法
要
で
始
ま
り
法
要
で
終
わ
り
ま
す
。
普
段
か
ら
み
ん
な

で
「
声
明
」
を
唱
え
て
い
ま
す
の
で
、
大
き
な
法
要
の
と
き
に
大
人
数
で
唱
え

る
と
き
も
、「
合
わ
せ
る
」
こ
と
に
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ご
く

自
然
に
「
合
っ
て
い
く
」
感
じ
で
す
ね
。

　

日
常
の
法
要
で
唱
え
る
声
明
は
４
～
５
曲
、
大
規
模
な
法
要
で
は
、
多
い
と
き

で
25
曲
ほ
ど
に
及
び
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
曲
ご
と
に
、ソ
ロ
を
と
る「
頭（
と
う
）」

が
決
め
ら
れ
、他
の
僧
侶
は「
助（
じ
ょ
）」と
な
っ
て
コ
ー
ラ
ス
に
回
り
ま
す
。

実
は
各
「
声
明
」
の
音
の
高
さ
や
速
さ
（
テ
ン
ポ
）
を
決
め
る
の
は
、
ソ
ロ
の

「
頭
」
に
当
た
っ
た
人
な
の
で
す
。

　

先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
声
明
」
も
西
洋
音
楽
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
、

音
や
調
子
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
「
頭
」
に
な
っ
た
人
の
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
は
、「
今
日
は
ち
ょ
っ
と
高
い
音
・
低
い
音
が
出
に

く
い
」
と
い
う
時
も
あ
り
ま
す
し
、
年
齢
に
よ
っ
て
も
、
出
る
声
の
高
さ
が

違
っ
た
り
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
普
段
か
ら
決
ま
っ
た
音
や
テ
ン
ポ
に
合
わ

せ
る
訓
練
を
積
ん
で
い
ま
す
が
、
法
要
の
時
に
、
キ
ー
ボ
ー
ド
の
鍵
盤
を
た
た

い
て
音
合
わ
せ
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

乱
暴
な
言
葉
使
い
な
り
ま
す
が
、
い
わ
ば
「
出
た
と
こ
勝
負
」
で
、
そ
の
と
き

の「
頭
」の
出
し
た
声
の
高
さ
と
ス
ピ
ー
ド
を
守
っ
て
、こ
れ
に
合
わ
せ
て「
助
」

の
人
た
ち
は
唱
え
る
。
本
来
な
ら
規
定
の
音
（
例
え
ば
「
ラ
」）
で
始
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
よ
り
低
い
音
（
例
え
ば
「
ソ
」）
で
始
ま
っ
た

と
し
て
も
、
合
唱
す
る
「
助
」
の
人
た
ち
さ
え
、
そ
の
高
さ
に
つ
い
て
い
け
ば
、

問
題
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。「
声
明
」
は
み
ん
な
で
合
わ
せ
て
唱
え
る
も
の
で
す

か
ら
、
音
が
高
く
な
っ
た
ら
高
い
ま
ま
、
低
く
な
っ
た
ら
低
い
ま
ま
つ
い
て

い
き
ま
す
。

　
「
頭
」
と
は
言
う
な
れ
ば
「
マ
ス
タ
ー
・
オ
ブ
・
声
明
」
だ
。「
助
」
を
付
き
従
わ

せ
る
、
高
い
位
の
僧
侶
の
役
割
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
え
い
え
、
そ
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

立
場
や
年
齢
、
キ
ャ
リ
ア
に
関
係
な
く
、
誰
で
も
「
頭
」
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
１
つ
の
法
要
ご
と
に
、「
声
明
」
を
唱
え
る
お
経
は
決
ま
っ
て

い
ま
す
。
数
も
10
曲
、
20
曲
と
い
う
こ
と
が
「
ざ
ら
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

数
あ
る
お
経
の
中
に
は
、
も
の
す
ご
く
高
い
キ
ー
で
唱
え
る
も
の
あ
れ
ば
、

と
て
も
低
い
キ
ー
の
も
の
も
あ
る
。
い
く
ら
「
出
た
と
こ
勝
負
」
と
い
っ
て
も

無
軌
道
で
は
な
い
し
、
準
備
は
万
全
に
行
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
経
に
よ
っ
て
「
頭
」
の
割
り
当
て
に
規
定
が
あ
っ
て
、
そ
の
日
に
法
要
を

勤
め
る
僧
侶
が
誰
々
と
決
ま
る
と
、
キ
ー
の
一
番
高
い
こ
の
お
経
の
「
頭
」
は

メ
ン
バ
ー
の
中
で
一
番
年
の
下
の
人
、
こ
の
お
経
の
「
頭
」
は
立
場
が
一
番

高
い
人
、
こ
れ
は
一
番
の
年
長
者
が
「
頭
」
に
な
る
、
と
い
う
ふ
う
に
お
経

ご
と
に
「
頭
」
の
担
当
も
事
前
に
決
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

法
要
へ
の
参
加
が
決
ま
れ
ば
、
ど
の
「
声
明
」
で
「
頭
」
に
な
る
か
も
自
動
的
に

決
定
す
る
。
個
人
個
人
で
、
事
前
に
心
構
え
や
練
習
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

の
か
。
こ
れ
が
「
準
備
は
万
全
」
と
い
う
言
葉
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も

当
日
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
は･･････

。

　

え
え
、
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
ば
か
り
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
ら
。「
頭
」
に
な
っ
た
若
い
人
で
も
、
決
め
ら
れ
た
高
い
音
が
出
に

く
い
、
そ
う
い
う
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
「
助
」
は
「
頭
」
の
出
し
た
音
に
つ
い
て
い
く
。「
頭
」
が
最
年
少
者
な
ら
、

そ
の
と
き
の
長
谷
の
豊
山
の
「
声
明
」
は
、
年
長
者
で
あ
れ
立
場
の
高
い
人
で
あ
れ
、

一
番
若
い
人
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
若
い

人
が
気
力
体
力
充
実
の
あ
ま
り
、
と
て
つ
も
な
く
高
い
キ
ー
で
始
め
て
し
ま
っ
た
ら
、

ど
う
な
る
の
か
。

　

み
ん
な
、
そ
の
キ
ー
に
合
わ
せ
ま
す
。
私
が
知
る
限
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が

起
こ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
と
て
も
つ
い
て
い
け
な
い
ほ
ど

高
い
」
と
な
る
と
、
１
オ
ク
タ
ー
ブ
下
げ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
何

よ
り
「
声
明
」
は
、
個
々
人
が
他
者
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
優
先
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
。

　

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
申
し
ま
す
と
、
か
り
に
音
が
多
少
ず
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
で
咎
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ん
な
一
所
懸
命
に
、
仏
さ
ま

へ
の
供
養
を
願
っ
て
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
か
ら
、
音
の
ず
れ
そ
れ
自
体
を
、

目
く
じ
ら
立
て
る
問
題
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

先
に
も
申
し
ま
し
た
が
、「
合
わ
せ
る
た
め
の
合
わ
な
い
間
合
い
」、
そ
う
い
う

「
遊
び
」の
部
分
に
吸
収
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、そ
の「
合
わ
な
い
」と
こ
ろ

が
、
音
の
「
波
の
う
ね
り
」
よ
う
に
も
聴
こ
え
た
り
も
し
ま
す
。
ぴ
っ
た
り

完
璧
に
合
っ
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
多
少
ず
れ
て
い
る

時
の
方
が
、
自
分
た
ち
の
鼓
動
の
リ
ズ
ム
に
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
が
唱
え
や
す
い
よ
う
に
唱
え
て
い
る
こ
と
が
、
微
妙
な

「
ず
れ
」
や
「
う
な
り
」
を
生
ん
で
、
逆
に
み
ん
な
の
気
持
ち
を
結
び
つ
け
る
、

そ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

他
者
に
寄
り
添
い
、
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
不
退
の
決
意
の
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に
生
じ
る
余
儀
な
き
「
合
わ
な
さ
」
は
、
全
体
主
義
の
「
一
致
」
と
は
対
極
の
、

個
人
主
義
の
「
同
期
」
に
近
い
も
の
を
つ
く
り
だ
す
の
だ
ろ
う
。

「
声
明
は
修
行
の
一
部
で
す
」

　

そ
れ
に
し
て
も
、
１
つ
の
法
要
で
多
い
と
き
は
25
曲
ほ
ど
。
一
曲
の
「
楽
譜
」
も

複
雑
な
記
号
や
文
字
に
満
ち
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
重
要
な
部
分
は
口
伝
な
の
だ
。

こ
れ
を
全
部
覚
え
な
い
と
「
声
明
」
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

　

暗
記
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
か
り
に
暗
記
で
き
て
い
て
も
、
譜
を
見
て
唱
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
さ
ま
の
前
で
の
法
要
で
す
か
ら
、
間
違
う
わ
け
に

い
き
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
ま
す
か
ら
見
る
必
要
も
な
く
て
、

例
え
ば
途
中
で
ペ
ー
ジ
が
飛
ん
じ
ゃ
っ
て
も
、
唱
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

た
だ
、
譜
を
目
で
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
集
中
で
き
る
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。「
声
明
」
は
気
を
散
ら
し
て
唱
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

　

真
言
宗
で
中
興
の
祖
と
仰
ぐ
興こ

う

教
ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

覚か
く

鑁ば
ん

（
１
０
９
５–

１
１
４
３
）

上
人
の
著
作
『
密み
つ

厳ご
ん

院い
ん

発ほ
つ

露ろ

懺ざ
ん

悔げ
の

文も
ん

』
の
中
に
、
修
行
の
足
り
な
い
僧
侶
の

姿
と
し
て
「
仏
を
観
念
す
る
と
き
は
攀へ
ん

念ね
ん

を
発お

こ
し
、
経
を
読
誦
す
る
時
は

文
句
を
錯あ
や

ま
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。「
攀
念
」
と
は
、「
心
の
認
識

す
る
対
象
が
、
仏
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
移
り
変
わ
っ
て
、
集
中
し
な
い

こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
長
谷
寺
で
は
毎
日
、
自
分
へ
の
戒
め
と
し
て
『
密
厳

院
発
露
懺
悔
文
』
を
唱
え
て
お
り
ま
す
。
声
明
で
も
「
攀
念
」
が
入
ら
な
い

よ
う
に
譜
に
集
中
し
て
、
ひ
た
す
ら
一
所
懸
命
に
唱
え
ま
す
。
こ
れ
は
私
ど
も

真
言
宗
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
宗
派
に
共
通
す
る
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

「
声
明
」
は
経
を
唱
え
る
わ
け
で
、
お
経
と
い
う
の
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が

記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
言
う
な
れ
ば
「
説
法
」
の
再
現
で
す
。
一
字

た
り
と
も
間
違
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
か
。「
声
明
」
と
は
、
仏
の
教
え
の
再
現
な
の
だ
！

　

え
え
。
メ
ロ
デ
ィ
が
き
れ
い
で
す
ね
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
私
ど
も
も
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39 38長谷の音

同
様
に
思
い
ま
す
が
、メ
ロ
デ
ィ
が
き
れ
い
な
の
も
、根
底
に
信
仰
心
・
お
祈
り

す
る
気
持
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
音
や

旋
律
は
大
切
な
の
で
、
学
生
さ
ん
に
（「
声
明
」
を
指
導
す
る
と
き
）
は
厳
し
く

指
導
し
ま
す
が
、
よ
り
以
上
に
、
若
い
人
た
ち
の
仏
さ
ま
と
向
き
合
う
姿
勢
や

気
持
ち
を
大
事
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

師
か
ら
弟
子
へ
の
伝
承
を
、
仏
教
用
語
で
は
「
瀉し
ゃ

瓶び
ょ
う（
写
瓶
）」
と
言
い
ま
す
。

あ
ち
ら
の
瓶
か
ら
こ
ち
ら
の
瓶
に
、
水
を
一
滴
も
溢
さ
ず
、
残
さ
ず
移
す
と

い
う
意
味
で
す
。
何
を
も
変
え
ず
、
足
し
も
引
き
も
し
な
い
で
、
そ
の
ま
ま

引
き
継
ぐ
こ
と
が
大
原
則
で
す
。「
声
明
」
の
伝
承
も
、
音
や
旋
律
だ
け
じ
ゃ

な
く
、
師
の
お
人
柄
や
仏
さ
ま
へ
の
向
き
合
い
方
、
そ
う
い
う
も
の
の
全
て
を

一
滴
も
溢
さ
ず
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
ど
も
に
と
っ
て
は
音
の
高
さ
や
旋
律
は
、「
声
明
」
の
一
つ
の
側
面
で
、

「
声
明
」
自
体
が
、
日
々
の
修
行
の
一
部
な
の
で
す
。
一
方
で
、
声
明
へ
の
音
楽

的
関
心
か
ら
、
例
え
ば
五
線
譜
に
起
こ
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
に
は
と
う
て
い
で
き
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と

だ
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

環
境
が
つ
く
り
だ
す
音

　

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に
「
声
明
」
と
い
っ
て
も
、
お
寺
に
よ
っ
て
多
様
多
彩
で

あ
る
。お
経
が
違
え
ば
、「
声
明
」が
違
う
の
は
当
然
だ
が
、で
は
同
じ
譜
面
を
使
え
ば
、

同
じ
「
声
明
」
が
再
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
譜
面
の
読
み
方
あ
る
い
は

お
経
の
解
釈
自
体
に
よ
っ
て
唱
法
が
変
わ
り
、
違
っ
た
流
（
派
）
の
「
声
明
」
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

先
の
『
文
化
財
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
で
見
た
よ
う
に
、
長
谷
寺
に
伝
わ
る
「
新
義
豊
山

声
明
」
は
現
存
す
る
「
真
言
声
明
」
三
流
の
一
つ
で
、「
新
義
智
山
声
明
」
と
と
も
に

根
来
山
の
「
新
義（
真
言
）声
明
」を
前
身
と
す
る
。詳
細
は
不
明
の
よ
う
だ
が
、前
身
・

根
来
山
の
「
新
義
声
明
」
は
、
高
野
山
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
声
明
を
用
い
て
い
た
と
も

い
う
。
一
般
に
い
う
「
豊
山
声
明
」
は
、
空
海
以
来
の
伝
承
に
忠
実
で
、
そ
の
本
来
の

姿
を
保
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、で
は
高
野
山
の「
声
明
」と
長
谷
寺
の「
声
明
」

は
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

雑
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
９
世
紀
初
頭
、
弘
法
大
師
（
空
海
）
が
、
唐
の

時
代
の
中
国
か
ら
、仏
教
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
お
持
ち
帰
り
に
な
っ
た
。

そ
こ
に
は
仏
典
な
ど
の
書
物
も
あ
れ
ば
、音
楽（
今
日
の「
声
明
」）も
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
現
在
の
「
声
明
」
が
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と

思
い
ま
す
が
、
最
初
期
に
伝
わ
っ
た
も
の
（
梵
唄
等
の
音
楽
）
と
、
今
日
の

声
明
が
同
じ
も
の
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、な
か
な
か
そ
う
は
言
い
切
れ
な
い

と
思
い
ま
す
。「
豊
山
声
明
」
が
弘
法
大
師
以
来
の
伝
承
を
守
っ
て
い
る
と

評
価
し
て
い
た
だ
く
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
が
、「
音
」
と
い
う
も
の
は
、

伝
わ
っ
て
い
く
環
境
や
場
所
に
よ
っ
て
、変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
尋
ね
に
も
あ
っ
た
高
野
山
は
、
真
言
宗
で
最
も
有
名
な
お
寺
の
一
つ
で
、

私
ど
も
長
谷
寺
と
共
通
し
て
、「
四し

智ち
の

梵ぼ
ん

語ご

」
と
い
う
お
経
を
、
根
本
の
経
典
に

据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
同
じ
お
経
を
「
声
明
」
で
唱
え
る
と
き
、
使
う

譜
面
も
同
じ
な
の
で
す
が
、
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
「
音
」
は
、
高
野
山
と
当
山

で
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
と
こ
ろ
、
少
し
だ
け
、
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
、
高
野
山
の
「
四
智
梵
語
」
の
声
明
。

♪
（
…
小
さ
く
・
低
い
声
／
柔
ら
か
く
／
静
か
に
包
み
込
む
感
じ
…
）

　

こ
れ
が
、
当
山
長
谷
寺
に
く
る
と
、
ど
う
な
る
か
。

♪
（
…
大
き
く
・
力
強
く
響
き
渡
る
声
／
張
り
が
あ
っ
て
／
下
か
ら
揺
さ

ぶ
り
上
げ
る
感
じ
…
）

　

全
く
違
っ
て
聞
こ
え
る
で
し
ょ
う
。
譜
面
は
、
同
じ
な
ん
で
す
よ
。

こ
う
も
違
う
も
の
な
の
か
！

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
高
野
山
は
、
和
歌
山
県
の
雄
大
な
山
に
囲
ま
れ
、
標
高

約
９
０
０
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
重
要
な
こ
と
は
、
高
野
山
は

今
で
も
弘
法
大
師
が
ご
入
定
さ
れ
て
い
る
、
静
か
に
禅
定
に
耽
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
、
伝
承
と
い
う
よ
り
宗
教
上
の
真
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で

修
行
を
な
さ
っ
て
い
る
方
々
は
、
お
大
師
様
の
ご
修
行
や
禅
定
を
妨
げ
な
い

よ
う
に
、
低
め
低
め
の
声
で
「
声
明
」
を
唱
え
る
の
で
す
。
鳴
り
物
も
、
静
か
に

静
か
に
奏
で
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
高
野
山
の
環
境
で
唱
え
ら
れ
た
「
四
智
梵
語
」
の
「
声
明
」
が
こ
の

長
谷
寺
に
来
る
と
、こ
ち
ら
は
開
か
れ
た
山
の
と
こ
ろ
に
、や
は
り
開
か
れ
た

大
き
な
お
堂
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
身
の
丈
10
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
観
音
様
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
。そ
う
い
う
広
い
と
こ
ろ
で
、大
き
な
仏
さ
ま
に
向
か
っ
て
唱
え

ま
す
か
ら
、自
然
に
声
も
大
き
く
な
っ
て
、強
く
張
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、こ
の
長
谷
寺
は
西
国
三
十
三
所
巡
礼
の
第
八
番
札
所
に
な
っ
て
い
て
、

昔
か
ら
参
詣
さ
れ
る
方
の
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
観
音
さ
ま
を
拝
み
に
、
ひ
っ

き
り
な
し
に
人
で
賑
わ
う
。
私
た
ち
も
、
そ
の
皆
さ
ん
の
お
祈
り
が
成
就
す
る

よ
う
に
、
一
層
力
を
込
め
て
祈
り
続
け
る
。
唱
え
る
声
も
、
大
き
く
・
高
く
・

長
く
な
り
ま
す
。

　

真
言
宗
も
天
台
宗
も「
四
智
梵
語
」を
唱
え
ま
す
が
、梵
語（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
）
の
「
読
み
方
」
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
ど
も
（
真
言
宗
）

が
「
キ
ャ
ラ
マ
」
と
唱
え
る
と
こ
ろ
を
、
天
台
宗
で
は
「
ゲ
ル
マ
」
と
唱
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
旋
律
の
違
い
も
大
き
く
て
、
も
っ
と
ず
っ
と
長
く
て
、

ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
比
叡
山
と
い
う
環
境
に
溶
け
込
む

か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

宗
派
の
違
い
よ
り
も
、
お
寺
の
置
か
れ
た
環
境
が
そ
こ
の
「
音
（
声
）」
を

つ
く
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

声
明
と
転
読

　

信
心
が
足
り
な
い
せ
い
か
、
私
が
「
声
明
」
に
出
会
う
場
は
、
ほ
ぼ
お
寺
の
外
で

あ
る
。
た
い
て
い
は
伝
統
芸
能
と
し
て
扱
わ
れ
「
○
○
声
明
を
楽
し
む
」
と
か
「
△
△

声
明
の
調
べ
」
の
タ
イ
ト
ル
で
、「
転
読
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

市
販
の
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
同
様
で
あ
る
。

　

私
ど
も
が
「
転
読
」
で
唱
え
る
の
は
、
多
く
の
場
合
『
大
般
若
経
』
で
す
が
、

こ
の
お
経
は
全
部
で
６
０
０
巻
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
一
巻
全
て
を
通
読
す
る

「
真し

ん

読ど
く

」
の
方
法
で
全
部
を
読
む
と
、
１
時
間
で
１
巻
読
め
た
と
し
て
も
、

６
０
０
時
間
、
不
眠
不
休
で
25
日
か
か
る
。
か
な
り
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

そ
れ
で
60
巻
ず
つ
を
10
人
で
読
む
と
か
、
20
人
で
30
巻
ず
つ
読
む
と
い
っ
た

方
法
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
れ
で
も
相
当
時
間
を
要
し
ま
す
。そ
の
間
、他
の

修
行
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
か
ね
な
い
。そ
こ
で「
転
読
」と
い
う
工
夫
が
考
案

さ
れ
て
、
も
と
も
と
経
典
の
多
く
は
巻
子
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

開
い
て
左
の
方
に
ス
ル
ス
ル
ス
ル
と
送
っ
て
い
っ
て
、
同
時
に
右
で
巻
き
取
っ
て

い
く
。
書
か
れ
て
い
る
経
文
を
読
む
と
い
う
よ
り
、
次
々
に
目
に
収
め
て
い
く

感
じ
で
す
ね
。
起
源
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
真
言
宗
の
場
合
で

い
う
と
、鎌
倉
時
代
に
は
、す
で
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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41 40長谷の音

　

こ
の
宗
派
を
庇
護
し
て
い
た
だ
い
た
高
い
身
分
の
方
々
が
、
自
邸
に
僧
侶
を

招
い
て
読
経
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
お
立
場
上
、
四
六
時
中

お
経
を
読
ん
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
来
「
真
読
」
が
正
し
い
あ
り
方

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
昔
か
ら
経
典
や
経
文
は
見
る
だ
け
で
功
徳
が
あ
る
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
一
定
の
効
験
が
現
れ
る

手
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
経
典
は
蛇
腹
の
か
た
ち
に
折
り
た
た
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
転
が
す
の

で
は
な
く
、
空
中
で
「
ぱ
ぁ
～
」
と
開
く
よ
う
に
す
る
や
り
方
を
「
転
読
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
経
典
が
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
れ
て
い
く
と
、
風
が
起
き
ま
す
。

そ
の
風
に
あ
た
る
だ
け
で
御
利
益
が
あ
る
と
考
え
て
、
わ
ざ
と
風
を
起
こ
し

た
り
も
し
ま
す
。
そ
れ
を
20
～
30
人
規
模
で
や
る
と
、
堂
内
に
風
が
吹
き
渡
る

感
じ
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
経
文
が
大
き
く
翻
り
、
功
徳
が
広
が
っ
て
い
く
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
一
種
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
も
加
わ
っ
て

い
る
の
か
な
と
い
う
感
じ
も
し
ま
す
。

　

な
る
ほ
ど
。そ
の「
転
読
」と
い
う
読
経
の
ス
タ
イ
ル
と「
声
明
」と
が
合
わ
さ
っ
て
、

「
転
読
会
」
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
法
要
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

い
え
い
え
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
巻
物
の
時
代
も
今
日
の
か
た
ち
の
経
典

で
も
、「
転
読
」
は
「
真
読
」
に
対
す
る
も
の
で
、「
声
明
」
に
関
わ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
日
私
た
ち
が
「
声
明
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
経
文
に
旋
律
（
メ
ロ
デ
ィ
）
を

付
け
て
唱
え
る
場
合
の
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
大
般
若

経
転
読
』
は
読
経
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
唱
え
る
の
は
経
文
で
は
な
く
各
経
題

（
タ
イ
ト
ル
）
と
、
経
文
の
ほ
ん
の
一
部
だ
け
で
す
。「
七
五
三
」
と
言
い
ま

し
て
、
各
巻
の
最
初
の
七
行
・
真
ん
中
の
五
行
・
最
後
の
三
行
で
す
。

　

そ
れ
を
「
声
明
」
と
は
言
わ
な
い
の
か
。

　

言
わ
な
い
で
す
ね
。

　
「
声
明
」と
は
も
と
も
と
は
イ
ン
ド
の
学
問
の
一
分
野
を
指
し
ま
し
た
が
、今
私

ど
も
が
一
般
に「
声
明
」と
言
っ
て
い
る
の
は
、先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、旋
律

を
付
け
て
経
文
を
唱
え
る
こ
と
で
す
。「
転
読
」や「
真
読
」と
い
う
、お
経
の
全
部

を
読
む
か
部
分
的
に
読
む
か
と
い
っ
た
範
疇
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

声
明
は
「
略
読
法
」
の
一
種
で
は
な
い
の
で
す
。
旋
律
を
加
え
て
お
経
を
唱
え

る
、
こ
れ
が
「
声
明
」
で
す
。
例
え
ば
『
般
若
心
経
』
を
唱
え
る
と
き
も
、「
佛
説

摩
訶
般
若
波
羅
密
多
心
経
観
自
在
菩
薩
…
」
と
一
定
の
抑
揚
は
つ
き
ま
す
が
、

基
本
的
に
一
文
字
単
位
で
読
み
進
め
る
も
の
な
の
で
（
こ
の
抑
揚
は
）
旋
律

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
声
明
」
と
言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
る
ほ
ど
。
で
は
、
お
経
を
旋
律
に
乗
せ
て
唱
え
る
と
い
う
、
そ
の
「
声
明
」
の

意
味
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
仏
さ
ま
に
聴
い
て
い
た
だ
き
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
か
、

あ
る
い
は
唱
え
る
者
の
気
持
ち
を
、
音
（
声
）
で
加
え
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

え
え
、
そ
う
で
す
ね
。
確
か
に
、
唱
え
て
い
る
そ
の
時
の
気
持
ち
が
、「
声
明
」

の
旋
律
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
的
に
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

う
ま
く
ご
説
明
で
き
る
例
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
声
明
」
に
『
散
華
』

と
い
う
曲
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
「
雲ひ
ば
り雀
返
し
」
と
言
わ
れ
る
独
特
の

発
声
方
法
が
出
て
き
ま
す
。
何
か
剣
術
の
世
界
に
あ
り
そ
う
な
名
称
で
す
が
、

こ
う
い
う
感
じ
の
発
声
で
す
。

♪
（〈
…
声
を
身
体
で
引
く
よ
う
に
し
て
…
〉
う
ぅ
～
、〈
…
前
後
の
姿
勢

を
崩
さ
な
い
程
度
に
、
身
体
で
上
下
の
円
を
描
く
よ
う
に
高
く
伸
び
上
が

り
、
体
勢
に
合
わ
せ
て
高
く
・
大
き
く
し
…
〉
う
う
～
、〈
一
気
に
体
を

沈
め
な
が
ら
、同
時
に
声
も
引
き
下
ろ
す
よ
う
に
低
く
し
て
…
〉う
ぅ
～
、

〈
…
く
っ
き
り
と
音
を
区
切
っ
て
…
〉
う
っ
・
う
っ
・
う
っ
。）

　

こ
れ
は
空
中
を
舞
っ
て
い
た
雲
雀
が
、「
が
～
っ
」
と
急
降
下
し
て
き
て
、
着
地

で
勢
い
余
っ
て「
お
っ
と
っ
と
」と
い
う
情
景
を「
声
」で
表
現
し
た
も
の
で
す
。

　

仏
さ
ま
を
『
散
華
』
法
要
の
場
に
来
て
い
た
だ
く
に
際
し
て
、
ま
ず
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
場
の
想
定
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
見
渡
す
限
り
花
の
咲
き
誇
る
草
原
で
、

空
を
飛
ん
で
い
る
雲
雀
も
、
我
を
忘
れ
て
飛
び
降
り
て
く
る
ぐ
ら
い
美
し
い
と
こ
ろ
、

こ
れ
ぞ
仏
を
お
招
き
す
る
に
値
す
る
場
所
だ
と
い
う
こ
と
を
、
発
声
の
方
法—

—

だ
け
！—

—

で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
散
華
』
の
「
雲
雀
返
し
」
を
唱
え
て
い
る
と
、「
声
明
」
と
い
う
の
は
、
文
字
や

言
葉
の
限
界
を
「
声
」
で
補
っ
て
、
理
想
の
仏
の
世
界
を
こ
の
地
上
に
現
出
さ

せ
る
た
め
の
、古
く
か
ら
の
工
夫
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

「
声
明
の
先
に
は
仏
さ
ま
が
お
ら
れ
ま
す
」

　

さ
て
、
法
要
で
の—

—

あ
え
て
言
う
な
ら
本
来
の—

—

「
声
明
」
と
劇
場
や
コ
ン

サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
の—

—

あ
え
て
い
う
な
ら
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の—

—

「
声
明
」で
は
、

や
る
側
と
し
て
、
ど
こ
か
に
屈
託
を
覚
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

普
段
の
生
活
の
中
で
の
「
声
明
」
と
は
違
っ
て
お
客
さ
ん
と
向
き
合
う
、
そ
う

い
う
状
況
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
気
持
ち
の
上
で
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
ど
も
が
常
に
心
に
刻
ん
で
い
る
の
は
、青あ
お

木き

融ゆ
う

光こ
う（
１
８
９
１–

１
９
８
５
）

大
僧
正
の
お
言
葉
で
す
。

　

青
木
大
僧
正
は
、「
声
明
が
人
格
化
」
さ
れ
た
と
も
賞
さ
れ
て
、「
文
化
財
」
の

指
定
も
お
受
け
に
な
り
ま
し
た
（
１
９
７
８
年
）。
昭
和
41
年
（
１
９
６
６
）
年

に
、
東
京
の
国
立
劇
場
の
杮
こ
け
ら

落
と
し
で
、
真
言
宗
豊
山
派
が
舞
台
で
「
声
明
」

を
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
宗
派
の
一
部
か
ら
は
「『
声
明
』

は
法
要
だ
。
観
客
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
強
硬
な
反
対
意
見
も

出
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
と
き
大
僧
正
は
「
仏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
そ
し
て

声
明
に
触
れ
る
こ
と
は
、
ま
た
仏
法
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
声
明
は
寺
院

で
唱
え
よ
う
が
、
劇
場
で
あ
ろ
う
が
、
街
頭
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
本
質
は
い
さ

さ
か
も
損
な
わ
れ
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
ご
出
演

な
さ
い
ま
し
た
。観
て
く
だ
さ
る
お
客
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
に
も
仏
さ
ま

は
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
ど
こ
で
・
誰
に
対
し
て
唱
え
よ
う
が
、
仏
さ
ま

に
祈
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
、
私
ど
も
も
こ
の
よ
う
な
大
僧
正
の

お
考
え
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
咀
嚼
し
て
引
き
継
が
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

目
の
前
に
木
造
の
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
曼
荼
羅
の
中
に
も
掛
け
軸
の
中

に
も
、
や
は
り
仏
さ
ま
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
こ
の
世
は
仏
さ
ま
に
満
ち
あ
ふ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
劇
場
に
来
る
人
の
心
に
も
、
仏
さ
ま
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず

だ
。
ど
こ
で
唱
え
よ
う
と
、
豊
山
の
「
声
明
」
は
豊
山
の
「
声
明
」
な
の
だ
、
と
。

私
ど
も
は
、
こ
の
大
僧
正
の
お
言
葉
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
観
音
さ
ま
へ
の
祈
り
は
観
音
さ
ま
を
通
し
た
す
べ
て
の
仏
へ
の

祈
り
と
い
う
、
最
初
の
お
話
し
に
接
続
す
る
の
だ
。
長
谷
寺
で
の
「
声
明
」
は
、「
長
谷

の
観
音
さ
ま
」
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
お
山
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
仏
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

満
ち
満
ち
て
い
る
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
は
「
声
明
」
も

含
め
ど
の
法
会
に
際
し
ま
し
て
も
、
そ
の
諸
仏
の
ご
代
表
と
し
て
十
一
面
観
音

さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
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気
持
ち
の
上
で
は
、
お
祈
り
を
向
け
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
長
谷
の
お
山
の
仏

さ
ま
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
国
中
、
世
界
中
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
ど
も
現
今
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
一
刻
も
早
い
収
束
を
願
い
、
日
夜

お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
ど
の
地
域
・
ど
の
国
の
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
、
普
く
こ
の
世
の
す
べ
て
に
手
を
合
わ
せ
た
い
と
こ
ろ
、

お
山
の
御
本
尊
に
お
祈
り
先
を
代
表
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
真
言
宗
の

思
想
で
は
、
世
界
の
中
心
（
深
奥
）
に
お
ら
れ
る
の
は
大
日
如
来
さ
ま
で
す
。

観
音
さ
ま
も
大
日
如
来
の
顕
現
（
具
体
の
あ
ら
わ
れ
）
で
す
し
、
病
気
の
方

に
は
お
薬
師
さ
ま
の
姿
に
な
っ
て
そ
の
方
に
寄
り
添
い
、
泣
い
て
い
る
子
ど
も

が
い
れ
ば
お
地
蔵
さ
ま
と
な
っ
て
駆
け
つ
け
る
。

　

私
ど
も
は
十
一
面
観
音
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
拝
ん
で
い
ま
す
が
、
観
音
さ
ま
を

入
り
口
に
し
て
、
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
ど
も
真
言
宗
の
考
え
方
で
す
が
、
し
か
し
、
ど
の
お
寺
や

神
社
で
も
、
各
々
の
教
義
に
そ
っ
て
、
本
質
的
に
は
、
同
じ
よ
う
な
お
気
持
ち

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

声
明
だ
け
を
切
り
離
せ
な
い

　

終
始
一
貫
、
徹
頭
徹
尾
「
他
者
に
寄
り
添
う
」
こ
と
。
こ
れ
が
「
長
谷
の
音
」
に

込
め
ら
れ
た
、
長
谷
寺
の
信
仰
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
さ
だ
め
し
長
谷
の
お
山
の
僧
侶

た
ち
は
、
き
っ
と
、
自
分
の
た
め
に
祈
る
こ
と
な
ど
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

い
え
い
え
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
祈
る
こ
と
を
致
し
ま
す
よ
。
ま
わ
り
に
人
が

お
ら
れ
て
お
経
を
唱
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、仏
さ
ま
の
ご
真
言
を
、何
千
遍

（
回
）・
何
万
遍
と
唱
え
ま
す
。一
般
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、ご
存
知

の
方
は
そ
う
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
も
私
ど
も
の
修
行
の
１
つ
で
す
。

　

長
谷
寺
の
僧
が
自
分
の
た
め
に
だ
け
祈
っ
て
い
る
。
何
を
祈
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

み
な
さ
ん
と
同
じ
で
す
。「
こ
の
よ
う
な
自
分
に
な
り
た
い
」と
い
う
祈
願
で
す
。

　

自
分
が
僧
侶
と
し
て
、
も
っ
と
心
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
仏
さ
ま

の
お
側
に
い
け
る
よ
う
に
、
簡
単
に
言
え
ば
そ
う
い
う
お
祈
り
で
す
。
私
ど
も

が
僧
侶
を
志
し
た
（
発
心
）
の
は
、
真
言
宗
で
言
う
「
即
身
成
仏
」
を
求
め
て

の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
「
木
乃
伊
」
に
な
る

と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
根
底
に
は
仏
さ
ま
の
よ
う
な
行
い
で
、
仏
様
の

よ
う
な
お
言
葉
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
仏
さ
ま
の
よ
う
な
お
心
で
あ
り
た
い
と

い
う
願
い
で
す
。

　

自
分
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
即
身
成
仏
」
に
近
づ
け
ま
す
よ
う
に
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
心
構
え
を
確
か
に
す
る
た
め
の
訓
練
、
い
わ
ば
僧
侶
と

し
て
の
心
の
鍛
錬
と
考
え
て
い
た
だ
い
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
た
め
に
祈
る
こ
と
も
、
読
経
も
、「
声
明
」
も
、
僧
侶
の
修
行
の
一
部
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け
で
は
修
行
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
々
の
お
掃
除
や

雑
巾
が
け
、
お
花
を
綺
麗
に
活
け
る
こ
と
、
そ
し
て
経
を
読
み
、
経
を
梵
字
で

書
写
し
、「
声
明
」
を
唱
え
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
が
大
事
な
修
行
で
す
。
ど
れ

が
欠
け
て
も
、
僧
侶
の
生
活
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

　

先
に
も
申
し
ま
し
た
が
、「
声
明
」
は
法
要
の
一
部
で
す
。
お
経
は
も
ち
ろ
ん
、

お
堂
や
法
会
・
法
要
の
設
え
と
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。「
声
明
」
だ
け
を
切
り
離
し

て
考
え
る
こ
と
な
ど
、
私
ど
も
に
は
、
と
う
て
い
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
長
谷
寺
に
は
「
修
行
僧
」
と
呼
べ
る
僧
侶
が
20
名
ほ
ど
常
住
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
定
期
間
の
研
修
に
は
、
全
国
か
ら
50
～
60
名
ほ
ど
の
僧
侶
（
の
卵
）
が
集
ま

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
修
行
に
は
「
声
明
」
も
含
ま
れ
る
。
足
せ
ば
「
70
～
80
名
」
と

い
う
数
字
が
「
声
明
の
伝
承
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
」
事
態
を
回
避
す
る
の
に
充
分
な

人
数
な
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
判
断
で
き
な
い
。

　

た
だ
１
つ
断
言
出
来
る
こ
と
は
、「『
声
明
』
が
消
え
れ
ば
、『
信
仰
』」
が
消
え
る
」
が

正
し
け
れ
ば
、「『
信
仰
』」
が
消
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、『
声
明
』
が
消
え
る
こ
と
は

な
い
」、こ
れ
が
論
理
学
上
の
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。言
い
換
え
れ
ば
、「
声
明
」の

消
長
は
、
お
寺
や
僧
侶
の
サ
イ
ド
の
「
継
承
」
の
問
題
に
あ
る
の
で
は
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
側
の
「
信
仰
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
了
）

【
引
用
参
考
文
献
】

（
１
）
岩
田
宗
一
『
声
明
は
音
楽
の
ふ
る
さ
と
』（
２
０
０
３
）
法
蔵
館
、
11
頁

（
２
）
同
上
、
11
頁

（
３
）
織
田
得
能
『
織
田
仏
教
大
辞
典
』（
１
９
６
９
）
大
藏
出
版
、
791
頁

（
４
）
上
巻
、
中
村
元
、
１
９
７
５
、
東
京
書
籍
、
以
下
『
辞
典
』

（
５
）
同
上
書
、
734
頁

（
６
）
同
上
、
734
頁

（
７
）
時
代
錯
誤
、「
本
来
よ
り
先
の
も
の
が
入
り
込
ん
で
い
る
」
東
京
大
学
教
養
学
部
歴
史
学
部
会
編

『
東
大
連
続
講
義

歴
史
学
の
思
考
法
』（
２
０
２
０
）
岩
波
書
店
、
190
頁

（
８
）
引
用
元
：https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/313/136

　
【DATA

】

　

豊
山
声
明
：
毎
日
午
前
11
時
の
法
要
の
最
初
に
「
四
智
梵
語
」
が
唱
え
ら
れ
、
一
般
参
詣
者
は

長
谷
寺
の
声
明
を
見
聞
で
き
る
。

　

協
力　

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
豊
山
神
楽
院
長
谷
寺

　

奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
７
３
１–

１　

電
話
０
７
４
４–

４
７–

７
０
０
１

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
日
時
：
２
０
２
１
年（
令
和
３
）
５
月
31
日
、
12
時
～

本
稿
の
は
じ
め
の
方
で
「
仏
教
の
声
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
讃
美
歌
と
ど
こ
が
ど
れ
ほ
ど

違
う
の
か
」
と
い
う
Ｑ
を
投
げ
か
け
て
お
い
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
時
は
失
念
し
て
い
た

の
だ
が
、
示
唆
に
富
む
お
話
し
を
お
伺
い
し
た
の
で
、
以
下
に
載
録
す
る
。

　
５
年
く
ら
い
前
に
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
に
ご
招
待
い
た
だ

い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
「
声
明
」
を
唱
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

聴
い
た
ミ
サ
曲
は
、
声
が
上
か
ら
「
フ
ワ
～
っ
」
と
降
っ
て
き
て
神
々
し
い
感
じ
が

し
ま
し
た
。ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
あ
っ
て
、上
か
ら
光
が
差
し
、い
っ
た
ん
上
が
っ
た

声
が
、
光
と
と
も
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
。
声
で
神
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
感
じ

が
し
ま
し
た
。
私
ど
も
は
15
人
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
が
、
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
な

声
の
出
し
方
を
す
る
と
、
石
の
壁
で
反
響
し
す
ぎ
て
、
お
互
い
の
声
が
聞
き
取
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
お
寺
は
基
本
的
に
木
と
紙
の
建
物
な
の
で
、
音
（
声
）
を
吸
収
し
て
く
れ
る
の
で

し
ょ
う
ね
。
そ
れ
に
仏
さ
ま
は
正
面
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
私
ど
も
の
声
も
水
平
に

広
が
っ
て
い
く
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
は
聴
衆
と
向
き
合
っ
て
歌
わ
れ
ま
す
が
、

私
ど
も
の
場
合
、
檀
家
や
信
者
の
方
は
後
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う
建
物
の

材
質
や
構
造
、
祭
式
の
設
え
に
よ
っ
て
、
唱
え
る
も
の
も
変
わ
っ
て
い
く
の
か
な
、

と
。
環
境
が
違
え
ば
、「
声
明
」
も
違
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
た
り
し
ま
し
た
ね
。
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奈良県立大学ユーラシア研究
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ム」東洋大学 井上円了研究セン

ター編『論集 井上円了』（2019）
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巻11号（2008）、「もう一つの観光

資源論」『日本観光研究学会研

究発表論文集 No.29』（2014）、

「井上円了の国家構想」 『東洋

大学井上円了研究センター年

報 vol.26』（2018）、「南貞助論－ 

日本の近代観光政策を発明し
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