
神
祗
礼
拝
論
争
と
近
世
真
宗
の
異
端
性

1
讃
岐
国
に
お
け
る
了
空
と
教
乗
の
論
争
の
検
討
1

は
じ
め
に

中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
に
伴
い
、
宗
教
に
お
け
る
正
統
と
異
端

を
め
ぐ
る
枠
組
み
は
大
き
く
変
化
し
た
。
中
世
に
お
い
て
正
統
の
地

位
を
占
め
た
顕
密
仏
教
か
ら
異
端
と
し
て
排
撃
さ
れ
た
仏
教
宗
派
も
、

戦
国
期
に
は
勢
力
の
伸
長
を
果
た
し
、
近
世
に
な
る
と
、
政
治
権
力

か
ら
教
団
と
し
て
公
認
さ
れ
る
に
い
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
公
認

は
、
各
教
団
が
現
世
に
お
け
る
政
治
権
力
の
優
位
を
詣
し
た
う
え

で
、
諸
宗
派
が
分
立
す
る
状
況
も
{
姦
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た

゛
、
、

が
、
宗
派
と
し
て
の
倫
に
伴
い
、
浄
士
真
宗
や
日
蓮
宗
と
い
う
専

修
的
性
格
の
強
い
宗
派
も
、
体
制
的
な
異
端
の
地
位
か
ら
脱
却
す
る

(
1
)

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
近
世
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
国
家
の
敵
と
し
て
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
も
つ
と
も
、
「
正
統
」
と
は
何
か
が
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
う
え
で
キ
リ
ス
ト
教
が
邪
教
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
邪
」
に
対
す
る
「
正
」
の
枠
組
み
は
緩
や

か
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
近
年
の
大
橋
幸
泰
の
研
究
に
ょ
り
強
調
さ
れ

(
3

て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
に
は
互
い
に
矛
盾
す
る
教
義
を
有

す
る
諸
宗
派
が
公
腎
れ
て
併
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
各
宗
派

の
本
山
に
は
自
派
に
属
す
る
僧
侶
に
対
す
る
身
分
統
制
権
と
表
裏
す

る
か
た
ち
で
教
学
の
統
制
権
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
正

統
」
自
体
が
タ
タ
一
兀
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
大
橋
が
指
摘
す
る
事
態
は
当
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

林
准
士
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し
か
し
、
各
宗
派
ご
と
に
正
邪
を
判
別
す
る
枠
組
み
は
一
応
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
、
宗
教
者
身
分
と
俗
人
を
分
離
す

る
身
分
制
的
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、
俗
人
に
ょ
る
布
教
活
動
は
規
制

、し

さ
れ
て
い
た
。
俗
人
の
信
仰
の
異
端
性
が
国
家
権
力
に
ょ
り
直
接
問

わ
れ
る
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
場
合
に
限
ら
れ
た
か
、
俗
人
が
積
極

的
な
宗
教
活
動
を
す
る
こ
と
自
体
が
異
端
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
日
蓮
宗
や
浄
士
真
{
示
な
ど
、

在
家
の
信
者
に
も
独
自
の
教
義
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
宗
派
に
は
、

権
力
側
の
警
戒
を
招
く
事
情
が
伏
在
し
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

(
5
)

0

そ
も
そ
も
、
近
世
に
な
っ
て
公
腎
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
言

え
、
日
蓮
宗
や
浄
士
真
宗
な
ど
の
宗
派
は
、
そ
の
専
修
的
性
格
を
そ

の
ま
ま
俗
世
間
に
お
い
て
表
出
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
政
治

権
力
の
優
位
の
承
で
諸
宗
派
が
分
立
す
る
状
況
の
{
谷
程
、
宗
派

が
も
つ
専
修
的
性
格
の
現
世
に
お
け
る
表
出
に
制
限
を
課
す
こ
と
に

繋
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
表
出
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
日
蓮

宗
不
受
不
施
派
の
よ
う
に
弾
圧
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ぱ
、
顕
密
主
義
の
立
場
は
も
ち
ろ
ん
、
政

治
権
力
全
法
)
の
側
か
ら
見
て
も
、
専
修
的
性
格
を
帯
び
、
な
お
か

つ
そ
の
傾
向
が
俗
人
に
も
及
ぶ
宗
派
に
は
、
近
世
に
な
っ
て
も
異
端

性
が
潜
在
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
わ
る
重
要
な
事
柄
の
一
つ
に
、
浄
士

真
宗
に
お
け
る
「
神
祗
不
拝
」
が
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
余
神

余
仏
へ
の
帰
依
が
同
宗
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
神
祗
祭
祀
は
政
治
権
力
全
法
)
に
関
係
す
る
領
域
で
あ
っ

た
た
め
、
権
力
と
の
間
に
札
櫟
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
、

阿
弥
陀
如
来
一
仏
に
帰
依
す
る
教
義
と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
図

る
か
は
、
近
世
に
お
け
る
真
宗
教
学
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
柏
原
祐
泉
の
考
察
が
あ
り
、
蓮
如
が
唱

え
た
王
法
為
本
の
原
則
に
従
い
、
内
心
に
お
け
る
信
仰
を
そ
の
ま
ま

行
動
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
は
抑
制
す
る
と
い
う
、
内
信
と
外
儀
の

使
い
分
け
に
ょ
っ
て
、
政
治
権
力
や
他
宗
と
の
軌
櫟
を
避
け
る
方
針

が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
筆
者
が
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀

半
ば
以
降
、
中
国
地
方
の
真
宗
優
勢
地
域
を
中
心
に
し
て
、
「
神
祗

不
拝
」
の
宗
風
に
関
わ
る
紛
争
は
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
真
宗
の
僧
侶
ら
が
王
法
為
本
の
原
則
の
範
囲
内
で
、
内
信

と
外
儀
を
で
き
る
だ
け
一
致
さ
せ
よ
う
と
い
う
志
向
を
い
だ
き
、

可F

徒
ら
に
も
そ
の
こ
と
を
勧
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
浄
土
真
宗
の
宗
派
内
に
お

い
て
は
、
教
義
を
め
ぐ
る
論
争
や
異
安
心
事
件
が
頻
発
す
る
と
い
う

状
況
も
生
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
稿
で
述
べ
た
よ

、し

う
に
、
こ
う
し
た
状
況
の
背
景
に
は
、
旅
僧
等
を
招
い
て
法
談
を
聴

聞
す
る
な
ど
し
た
小
寄
講
等
、
寺
檀
関
係
の
枠
組
み
を
は
み
出
し
た
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俗
人
に
ょ
る
宗
教
的
活
動
の
展
開
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
里
ハ
端
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
っ
た
俗

人
の
宗
教
活
動
と
、
三
業
惑
乱
と
い
う
大
き
な
事
件
に
ま
で
発
展
す

介
)

る
よ
う
な
教
学
論
争
の
展
開
や
、
真
宗
の
専
修
的
性
格
と
関
わ
る

「
神
祗
不
拝
」
の
宗
風
を
め
ぐ
る
紛
争
な
ど
と
の
相
互
関
係
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い

0

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
特
に
神
祗
礼
拝
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
真
宗
僧

侶
間
の
論
争
を
取
り
上
げ
、
そ
の
宗
教
的
言
説
と
し
て
の
特
徴
を
分

析
し
た
う
え
で
、
論
争
の
社
会
的
な
背
景
と
な
っ
て
い
た
真
{
示
門
徒

の
活
動
に
つ
い
て
も
併
せ
て
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的

に
は
、
明
和
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
讃
岐
国
に
お
い
て
展
開
し
た

了
空
と
教
乗
の
論
争
と
、
彼
ら
の
門
弟
た
ち
に
ょ
る
紛
争
に
つ
い
て

稔

取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
同
宗
派
内
の
僧
侶
間
の
論
争
は
個
別
宗

派
に
お
け
る
教
義
の
正
邪
の
判
定
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
浄
士

真
宗
の
場
合
に
は
、
同
宗
派
自
体
が
は
ら
む
異
端
的
性
格
の
統
御
と

い
う
課
題
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
明

ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
0

(
川
)

①
了
空
と
教
乗
に
ょ
る
論
争
の
経
緯

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
讃
岐
国
那
珂
郡
二
川
現
、
丸
亀
屯

東
光
寺
了
空
と
京
都
光
隆
寺
教
乗
と
の
論
争
で
あ
る
。
両
寺
は
い
ず

れ
も
西
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
寺
院
で
あ
る
。
論
争
は
、
教
乗
の
方

露
)

が
明
和
三
(
一
七
六
六
)
年
七
月
に
『
似
是
決
』
を
著
し
、
当
時
讃
岐

国
で
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
に
い
た
っ
て
い
た
了
空
の
学
説
を
批

判
し
た
の
に
始
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
年
九
月
に
了
空
は
『
錯
杠

篇
』
で
応
じ
、
さ
ら
に
同
年
三
月
に
は
『
真
宗
択
善
録
』
を
著
し

自
説
を
展
開
し
た
。
こ
の
後
、
成
立
年
は
不
詳
で
あ
る
が
明
和
六
年

(
玲
)

ま
で
の
間
に
教
乗
も
『
斥
異
弁
』
を
著
し
、
了
空
の
『
真
宗
択
善

録
』
を
逐
条
批
判
す
る
と
と
も
に
、
了
空
側
に
立
っ
て
教
乗
を
批
判

し
て
い
た
『
鴨
鵠
問
製
旦
へ
の
反
論
も
行
っ
た
。

こ
う
し
た
論
争
の
展
開
を
受
け
て
、
明
和
四
年
の
夏
に
は
了
空
が

上
京
し
、
い
っ
た
ん
本
山
で
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
、

教
学
の
統
制
機
関
で
あ
る
本
山
学
林
は
、
播
州
の
智
暹
を
相
手
と
す

る
明
和
の
法
論
の
最
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
け
っ
き
ょ
く
本

山
で
の
対
決
は
実
現
し
な
い
ま
ま
、
了
空
は
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
後
了
空
は
明
和
六
年
一
一
月
に
『
復
批
弁
』
を
著
し
、

一
神
祗
礼
拝
を
め
ぐ
る
論
争

51



教
乗
の
『
斥
異
弁
』
を
逐
条
批
判
す
る
と
と
も
に
、
了
空
の
学
説
を

批
判
し
た
『
浄
士
真
宗
改
虚
彰
実
記
』
へ
の
反
論
も
行
う
な
ど
し
た

た
め
、
讃
岐
で
の
論
争
は
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
し
ば
ら
く
し
て
了
空
と
教
乗
は
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
た

め
に
、
争
い
は
沈
静
化
す
る
か
に
見
え
た
か
、
一
方
で
讃
岐
国
内
で

僧
侶
ば
か
り
で
な
く
在
家
の
門
徒
ま
で
を
巻
き
込
ん
で
、
「
東

、

は光
寺
流
・
光
隆
寺
流
」
と
言
わ
れ
る
党
派
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ

⑳

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
前
提
に
し
て
、
天
明
年
間
に
は

両
党
派
の
争
い
が
幟
烈
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
了
空
の
教
説
の
特
徴

①
帰
命
礼
と
恭
敬
礼

右
に
述
べ
た
了
空
と
教
乗
に
ょ
る
論
争
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
ま
ず

は
独
特
の
教
説
を
展
開
し
て
い
た
了
空
に
即
し
て
検
討
を
加
え
、
論

争
の
内
容
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
。

神
祗
礼
拝
に
関
す
る
了
空
の
教
説
で
特
徴
的
な
の
は
、
礼
拝
に
帰

命
礼
と
恭
敬
礼
の
二
種
を
設
け
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
真
宗
択

善
録
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

余
カ
サ
キ
ニ
ニ
礼
ノ
分
チ
ヲ
委
ク
演
示
ス
、
ソ
ノ
証
文
論
註
二

ア
リ
、
我
執
ノ
眼
ニ
ハ
ミ
ル
ト
モ
意
ヲ
解
セ
サ
ル
ヘ
シ
、
今
マ

タ
重
テ
挙
テ
コ
レ
ヲ
示
サ
ン
、
論
註
二
帰
命
ノ
ニ
字
ヲ
釈
シ
テ

云
、
故
知
帰
命
必
是
礼
拝
、
然
、
、
礼
拝
"
但
是
恭
敬
1
不
、
一
必
,

(
命
脱
力
)

.
帰
命
一
;
、
帰
命
必
是
礼
拝
,
1
 
若
以
"
此
推
セ
ハ
帰
ス
為
"

重
文
、
コ
ノ
文
明
二
帰
命
卜
恭
敬
ト
ノ
礼
異
ナ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
、

礼
拝
ハ
一
ナ
レ
ト
モ
只
恭
敬
心
ヨ
リ
礼
ス
ル
ハ
軽
シ
、
帰
命
ノ

意
ヨ
リ
礼
ス
ル
ハ
重
シ
ト
ス
、
コ
ノ
文
二
礼
ア
リ
ノ
証
ナ
ラ
ス

ヤ
、

こ
の
よ
う
に
曇
鸞
『
浄
士
腔
』
の
張
を
典
拠
と
し
た
う
え
で
、

帰
命
を
伴
う
べ
き
阿
弥
陀
如
来
へ
の
礼
拝
(
帰
命
礼
)
と
、
帰
命
の
念

を
含
ま
ず
恭
敬
の
心
の
み
を
伴
う
礼
拝
(
恭
敬
礼
)
を
区
別
し
、
阿
弥

陀
如
来
以
外
へ
の
仏
・
神
に
対
し
て
も
、
恭
敬
礼
は
行
う
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
心
二
諸
神
諸
仏
ノ
恵

ミ
ニ
ア
ツ
カ
リ
シ
コ
ト
ヲ
思
ヒ
テ
礼
ヲ
モ
ナ
サ
ハ
コ
ソ
、
神
仏
ノ
受

納
シ
玉
ヒ
擁
護
シ
玉
フ
ヘ
シ
」
(
『
復
批
弁
』
二
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

敬
意
の
念
を
込
め
た
礼
拝
が
あ
っ
て
こ
そ
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
仏

神
か
ら
も
念
仏
者
は
護
ら
れ
て
い
る
と
、
了
空
は
考
え
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
次
に
掲
げ
る
『
真
宗
択
善
録
』
に
お
け
る
主
張
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
恭
敬
礼
の
場
△
口
、
礼
拝
時
に
祈
念
を
伴
う
こ
と
は

否
定
さ
れ
て
い
た
。

我
朝
ハ
神
国
ナ
リ
、
ソ
ノ
国
二
生
シ
テ
今
此
ミ
ノ
リ
ニ
ア
ヒ
、

往
生
ス
ル
身
ト
ナ
リ
テ
候
へ
ハ
、
神
ノ
御
恩
ヲ
オ
ロ
ソ
カ
ニ
思

＼
、

ノ

フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
サ
レ
ハ
ト
テ
往
生
ヲ
神
ニ
イ
ノ
リ
、
マ
シ
テ
ィ

ハ
ン
ヤ
現
世
ノ
利
益
ヲ
願
ナ
ト
ス
ル
人
ハ
専
修
念
仏
ノ
行
者
二

52



テ
ハ
候
ハ
ス
候
フ
ト
、

こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
彼
は
、
神
仏
か
ら
蒙
っ
た
恩
に
対
す
る

感
謝
と
敬
意
の
念
を
表
す
る
礼
拝
と
し
て
、
恭
敬
礼
を
位
置
づ
け
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恭
敬
礼
を
帰
命
礼
よ
り
も
軽
く
扱
っ
て
い
る

も
の
の
、
あ
え
て
恭
敬
礼
と
い
う
名
目
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
も
つ

ぱ
ら
王
法
為
本
論
に
基
づ
い
て
神
祗
礼
拝
の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と

す
る
考
え
に
対
し
、
異
を
唱
え
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
例

え
ぱ
、
教
乗
か
ら
の
批
判
に
反
論
す
る
文
脈
で
、
了
空
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

三
業
相
応
不
相
応
ハ
帰
命
礼
ニ
ハ
限
ラ
ス
、
恭
敬
礼
ニ
モ
相
応

不
相
応
ア
リ
、
恭
敬
心
ヨ
リ
三
業
相
応
ノ
礼
ナ
リ
、
只
身
ロ
ノ

ミ
礼
ス
レ
ト
モ
、
意
中
ニ
ハ
恭
敬
心
ナ
キ
ヲ
我
慢
礼
ト
ナ
ツ
ク
、

碓
ノ
上
下
ノ
コ
ト
シ
、
余
尊
ヲ
礼
ス
ル
コ
ト
ハ
事
縁
ニ
ヨ
リ
テ

礼
ス
レ
ト
モ
恭
敬
心
ハ
ア
ル
ヘ
キ
ナ
リ
、
何
ソ
證
り
ニ
我
慢
礼

?
3

ヲ
ナ
サ
ン
、
斥
子
ノ
コ
ト
キ
正
法
他
宗
世
間
二
対
シ
テ
礼
セ
サ

レ
ハ
誘
り
ニ
逢
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
テ
礼
ス
ル
ハ
恭
敬
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、

軍
堕
余
等
ハ
余
尊
ノ
前
ニ
モ
シ
至
コ
ト
有
レ
ハ
仮
令
身
業
ノ

礼
ハ
ソ
サ
ウ
ナ
ル
モ
意
業
ニ
ハ
恭
敬
ノ
思
ヒ
ア
リ
テ
相
蕪
仏

ノ
御
縁
ト
モ
ナ
ル
ナ
リ
、
コ
レ
マ
タ
意
業
礼
ナ
リ
、
(
『
復
批
弁
』

こ

右
の
文
章
中
、
「
斥
子
」
と
あ
る
の
は
『
斥
異
弁
』
の
著
者
で
あ

る
教
乗
を
指
し
て
い
る
。
了
空
に
ょ
れ
ば
、
教
乗
の
神
祗
に
対
す
る

態
度
は
、
政
治
権
力
や
他
宗
派
の
妨
げ
が
な
い
場
合
に
は
礼
拝
を
不

要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
許
容
さ
れ
る
の
は
、
世

俗
的
軌
櫟
を
回
避
す
る
た
め
に
体
裁
の
み
を
整
え
た
敬
意
を
伴
わ
な

い
礼
拝
と
な
る
。
こ
う
し
た
礼
拝
の
仕
方
を
了
空
は
「
我
慢
礼
」
と

呼
ん
で
批
判
し
た
。
王
法
為
本
論
に
基
づ
い
て
神
祗
礼
拝
を
許
容
す

る
教
説
の
場
△
口
、
門
徒
に
対
し
て
外
儀
と
内
信
の
使
い
分
け
を
強
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
了
空
は
、
恭
敬
礼
と
い
う
名
目
を
設
け
る
こ
と

で
、
意
業
(
心
的
作
邑
と
、
身
業
(
身
体
的
所
作
)
・
口
業
(
発
吏
と
を
一

致
さ
せ
、
内
信
と
外
儀
の
泥
離
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
帰
命
礼
と
同
様
三
業
相
応
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

②
帰
命
礼
の
理
解

恭
敬
礼
と
い
う
名
目
を
あ
え
て
設
け
る
こ
と
と
並
ぶ
、
も
う
一
つ

の
了
空
の
教
説
の
特
徴
は
、
帰
命
礼
に
関
す
る
独
特
な
理
解
に
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
了
空
の
言
う
帰
命
礼
と
は
実
際
に
は
称
名
念
仏
を
指

し
て
お
り
、
反
復
す
べ
き
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
『
復
批
弁
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
家
ノ
安
心
ハ
、
一
倫
命
ノ
後
モ
シ
命
延
ヒ
ナ
ハ
自
然
卜
多

念
二
及
フ
ヘ
シ
ト
ア
ル
ハ
、
一
系
命
ノ
心
ヲ
イ
ツ
マ
テ
モ
憶

念
ノ
心
常
ニ
シ
テ
六
字
ノ
御
名
ヲ
称
ル
コ
ト
ナ
リ
、
本
尊
二
向

フ
ト
キ
礼
ス
レ
ト
モ
行
住
座
臥
ノ
常
ノ
相
続
ハ
礼
ニ
ハ
及
ハ
ス
、

念
仏
マ
フ
ス
マ
テ
ナ
リ
、
(
『
復
批
弁
』
こ
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こ
の
部
分
か
ら
、
本
尊
に
向
か
っ
て
帰
命
の
心
を
存
し
つ
つ
南
無

阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
が
帰
命
礼
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
け
る

念
仏
も
ほ
ぼ
同
様
の
意
義
を
も
つ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
帰
命
と
は
、
「
只
自
心
二
於
テ
ハ
弘
願

ノ
不
思
議
ヲ
信
シ
テ
疑
ハ
ス
、
往
生
ヲ
仏
ニ
マ
カ
セ
奉
り
テ
毫
モ
ハ

カ
ラ
ハ
サ
ル
」
(
『
復
批
弁
』
一
己
状
態
を
指
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
如
来
の

衆
生
救
済
の
誓
願
(
本
題
と
そ
の
成
就
の
不
思
議
を
深
く
信
じ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
。

し
か
し
、
了
空
の
理
解
が
特
異
な
の
は
、
「
歓
喜
ス
ル
ヨ
リ
相
続

モ
何
ト
ソ
ト
怠
り
カ
チ
ノ
心
ヲ
悔
テ
念
仏
ス
ル
ナ
リ
」
(
『
復
批
弁
』
一
己

と
の
彼
の
言
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
称
名
に
あ
た
っ
て
コ
忌

り
」
や
悔
俊
の
心
が
問
題
と
な
る
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
単
純
に

歓
喜
の
念
と
報
謝
の
心
を
も
っ
て
名
号
を
称
え
る
も
の
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
『
真
宗
択
善
録
』

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

急
決
定
シ
テ
往
生
モ
治
定
ス
ル
コ
ト
ハ
、
願
力
回
施
ノ
益
ヲ

疑
ハ
サ
ル
ハ
カ
リ
ナ
リ
、
何
ソ
時
日
ヲ
知
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
ヱ
ン
、

(
中
略
)
此
意
ハ
蝉
ハ
春
秋
ヲ
シ
ラ
ス
、
シ
カ
ラ
ハ
夏
ヲ
知
テ
出

テ
鳴
ク
カ
ト
イ
ヘ
ハ
、
夏
モ
知
へ
カ
ラ
ス
、
天
地
自
然
ノ
気
二

＼
、

ノ

乗
シ
テ
出
テ
鳴
ク
、
夏
二
当
テ
出
ル
ト
云
コ
ト
ハ
人
コ
レ
ヲ
知

テ
云
ナ
リ
、
往
生
ノ
業
事
成
弁
モ
ソ
ノ
如
ク
、
行
者
ハ
タ
ニ

爾
力
)

念
十
念
業
成
卜
疑
ハ
ス
畢
命
ヲ
斯
ト
シ
テ
相
続
ス
ル
ニ
、
自
然

一
ズ
任
生
治
定
ス
ヘ
シ
、
コ
ナ
タ
カ
ラ
ハ
カ
ラ
フ
所
ニ
ア
ラ
ス
、

故
二
蝉
ヲ
行
者
ニ
タ
ト
へ
、
知
ル
者
ヲ
仏
二
喩
フ
、

こ
の
よ
う
に
了
空
は
、
「
願
力
回
施
ノ
益
」
は
疑
う
べ
き
で
は
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
願
を
信
じ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
自
身
の

浄
士
へ
の
往
生
が
確
定
し
た
と
認
識
す
る
こ
と
は
否
定
す
る
。
む
し

ろ
、
自
身
の
往
生
に
つ
い
て
は
弥
陀
の
計
ら
い
に
任
せ
る
こ
と
が
言

わ
れ
て
お
り
、
往
生
治
定
と
の
自
己
領
解
は
「
自
然
」
に
反
す
る
計

ら
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に

立
つ
と
、
た
と
え
阿
弥
陀
如
来
の
誓
願
を
信
じ
た
と
し
て
も
、
信
者

の
側
は
い
つ
来
世
へ
の
往
生
が
確
定
す
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
こ
と

に
な
る
が
、
了
空
が
相
父
疋
し
た
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
^
態
に
信

者
・
念
仏
者
を
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
称
名
念
仏
の
怠
り
が
問
題
と

さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
点
と
関
わ
っ
て
、
了
空
は
人
に
ょ
り
信
心
に
浅
深
が

あ
り
、
人
に
ょ
っ
て
は
信
心
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
力
説
し
て

し
オ

一
念
帰
命
ノ
信
決
定
ノ
上
ハ
往
生
治
定
即
時
入
必
定
ハ
法
体
自

爾
ノ
徳
益
ナ
レ
ハ
、
其
義
ヲ
疑
ハ
ス
報
恩
ノ
行
相
続
ス
ヘ
シ
、

凡
ソ
臨
終
ノ
一
念
ハ
無
後
心
ノ
故
二
往
生
治
定
ス
ヘ
シ
、
平
生

ノ
一
念
ハ
帰
命
ノ
後
他
想
間
雑
ス
ル
カ
故
、
一
念
ノ
時
往
生
セ

シ
メ
給
フ
益
ヲ
忘
レ
サ
レ
ハ
、
念
々
相
続
シ
テ
怠
ラ
サ
ル
故
、

一
今
処
叩
ノ
功
熟
成
シ
テ
往
生
決
定
ス
ヘ
シ
、
(
『
真
宗
択
善
録
』
)
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こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
弥
陀
の
誓
願
を
い
っ
た
ん
信
じ
た
後
に
す
ぐ
に
臨
終
を
迎
え
れ

ば
往
生
は
問
違
い
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
生
存
中
に
種
々

の
想
念
に
遮
ら
れ
て
信
心
を
喪
失
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

獲
得
し
た
信
心
を
保
持
し
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
称
名
念
仏
を
怠
ら

ず
相
続
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

了
空
は
、
称
名
に
往
生
を
か
な
え
る
効
果
を
相
楚
す
る
こ
と
や
臨

終
来
迎
は
否
定
し
た
が
、
右
に
掲
げ
た
史
料
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

本
願
の
不
思
議
を
信
じ
る
と
い
う
意
念
を
込
め
た
^
忍
仏
に
、
信
心
を

保
持
す
る
効
果
を
想
定
し
て
い
た
。
称
名
↓
往
生
と
い
う
べ
ク
ト
ル

は
否
定
し
た
が
、
称
名
(
帰
命
礼
)
↓
信
心
↓
往
生
と
い
う
べ
ク
ト
ル

は
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

(
別
)

こ
の
た
め
に
、
彼
は
称
名
の
怠
り
や
「
油
断
」
の
戒
め
を
繰
り
返

し
説
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

繰
り
返
す
べ
き
称
名
に
あ
た
っ
て
の
意
念
に
、
本
願
を
信
じ
る
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
入
信
時
に
懐
く
は
ず
の
纖
悔
心
も
込
め
る
べ
き
こ

と
を
求
め
て
い
た
点
で
あ
る
。

カ
、
ル
浅
間
布
キ
イ
タ
ツ
ラ
モ
ノ
ヲ
モ
御
助
ノ
御
恩
有
カ
タ
ヤ

ト
俄
悔
心
ヨ
リ
念
仏
相
続
ス
ル
ユ
へ
、
回
施
ノ
信
退
転
ナ
シ
、

(
『
復
批
弁
』
一
己

真
宗
教
学
に
お
い
て
は
、
俄
悔
心
、
す
な
わ
ち
自
力
の
行
い
に

よ
っ
て
は
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
の
自
覚
は
、
い
わ

ゆ
る
機
の
深
心
に
あ
た
り
、
凡
夫
・
悪
人
を
救
済
す
る
阿
弥
陀
如
来

に
対
す
る
帰
依
と
感
謝
の
心
が
生
じ
る
前
提
と
さ
れ
る
が
、
了
空
の

説
が
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
報
恩
の
心
に
加
え
俄
悔
の
心
も
込
め
て

念
仏
に
励
む
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
よ
う
な
烹
を
込
め
て
念
仏
す
る
こ
と
が
、
信
、
心
を
保
持
で
き
る

条
件
で
あ
る
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
報
恩
の
念
の
み
な
ら
ず
、
俄
悔
心
ま
で
懐
い
て
念

仏
す
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
は
、
了
空
が
往
生
治
定
と
の
自
己
領

解
を
否
定
し
、
行
者
を
自
ら
の
往
生
に
つ
い
て
確
信
で
き
な
い
叢

に
置
こ
う
と
し
た
こ
と
と
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
了
空
は
、
行
者
が
自
身
の
往
生
に
確
信
を
得
る
こ
と

に
ょ
り
、
称
名
を
怠
っ
た
り
、
神
仏
に
対
す
る
恭
敬
の
念
を
喪
失
し

た
り
す
る
こ
と
を
、
殊
更
に
忌
避
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
ょ

れ
ば
、
「
信
後
ノ
人
」
に
対
し
て
も
「
抑
止
門
」
が
必
要
で
、
往
生

治
定
と
の
領
解
に
ょ
っ
て
増
長
し
、
「
信
法
二
片
ヨ
リ
世
間
ノ
道
ヲ

ヤ
フ
リ
不
孝
不
仁
ニ
シ
テ
而
モ
諸
神
諸
仏
諸
尊
カ
ロ
シ
メ
慢
リ
、
無

礼
不
敬
ヲ
イ
タ
シ
軽
蔑
ノ
言
ヲ
吐
」
(
『
真
宗
択
善
録
』
)
く
よ
う
な
事
態

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
了
空
が
わ
ざ
わ
ざ
恭
敬
礼
と
い
う

名
目
を
設
定
し
た
こ
と
も
、
彼
鳶
仏
者
に
お
け
る
俄
悔
心
の
保
持

を
重
視
し
た
点
に
関
わ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の

往
生
に
関
す
る
判
断
も
弥
陀
に
任
せ
る
敬
虔
な
態
度
、
念
仏
に
際
し
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て
保
持
さ
れ
る
俄
悔
心
、
神
祗
礼
拝
に
あ
た
っ
て
込
め
ら
れ
る
恭
敬

心
、
こ
れ
ら
を
現
世
に
お
け
る
生
活
態
度
と
し
て
も
門
徒
が
保
持
す

る
よ
う
、
了
空
は
求
め
て
お
り
、
そ
う
し
た
企
図
に
相
応
し
た
教
説

を
彼
は
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
礼
拝
主
題
化
の
背
景

①
教
乗
の
立
場
と
三
業
帰
命
説

次
に
、
論
争
の
相
手
で
あ
っ
た
教
乗
に
ょ
る
了
空
に
対
す
る
批
判

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
了
空
が
恭
敬
礼
と
い
う
名
目

を
設
定
し
、
神
祗
礼
拝
を
許
容
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
教
乗
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
ノ
俗
士
ヲ
ミ
ル
ニ
、
コ
ト
ヲ
王
法
世
間
二
託
シ
テ
或
ハ
雑
行

ヲ
修
シ
、
或
ハ
外
邪
ノ
僻
見
二
堕
ス
ル
モ
ノ
タ
タ
シ
、
痛
シ
キ
コ

ト
ナ
リ
、
王
法
他
宗
二
妨
ナ
ク
ハ
、
専
修
正
行
ノ
外
ハ
コ
ト
シ

ケ
ク
ワ
ッ
ラ
ハ
シ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
、
権
門
垂
迹
ノ
事
業

二
於
ハ
、
十
ヲ
五
ニ
シ
五
ヲ
三
ニ
シ
テ
、
タ
 
A
示
風
ノ
高
ク
揚

ン
コ
ト
ヲ
懐
ニ
セ
ハ
、
仏
祖
へ
ノ
寸
志
ト
モ
イ
フ
ヘ
シ
、
(
『
似

是
決
』
)

こ
の
よ
う
に
教
乗
は
、
政
治
権
力
全
法
)
や
世
俗
的
慣
習
に
順
う

こ
と
を
理
由
に
し
て
、
実
際
に
は
祈
念
の
込
め
ら
れ
た
雑
行
と
し
て

の
神
祗
礼
拝
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
、
「
王
法
他
宗
」

か
ら
問
^
に
さ
れ
な
い
限
り
は
、
神
^
^
^
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る

と
説
く
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
恭
敬
礼
と
い
う
名
目
の
設
定
は
、
横

行
す
る
雑
行
雑
修
の
な
し
崩
し
的
肯
定
に
繋
が
る
と
危
倶
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
確
か
に
、
門
徒
が
神
祗
礼
拝
を
行
う
に
あ
た
っ
て
祈
条

込
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
外
見
か
ら
は
判
断
で
き
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
教
乗
の
場
合
も
、
外
儀
と
内
信
の
一
致
が
望
ま

し
い
と
す
る
点
で
は
了
空
と
同
じ
立
場
な
の
で
あ
る
が
、
了
空
が
門

徒
に
ょ
る
神
祗
等
へ
の
礼
拝
と
い
う
現
実
を
前
提
に
し
て
、
内
心
の

側
に
恭
敬
と
い
う
実
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
教
乗
の
方
は
、

あ
く
ま
で
「
<
永
尊
余
神
」
に
対
す
る
礼
拝
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、

宗
風
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
い
わ
ば
「
王
法
」
に
妥
協
す
る
か
た
ち
の
神
祗
礼
拝
で
は
、
内

信
と
外
儀
は
飛
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
使
い
分
け
を
む
し
ろ

推
奨
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
了
空
は
、
こ
の
矛
盾
を
衝
い
て
「
我
慢

(
2
)

礼
」
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
だ
。

一
方
、
帰
命
礼
に
関
す
る
了
空
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
教
乗
は
次

、し

の
よ
う
に
批
判
す
る
。

今
家
二
弥
陀
ヲ
タ
ノ
ム
ト
イ
フ
ハ
、
一
度
ナ
ラ
テ
ハ
ナ
キ
コ
ト

ナ
リ
、
本
願
ノ
生
起
本
末
ヲ
キ
、
ヱ
テ
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
ト
弥
陀

二
帰
^
叩
ス
ル
、
コ
ノ
初
^
ノ
信
ヲ
サ
シ
テ
一
^
ふ
帰
^
叩
ト
イ
フ
ナ

御
本
書
御
文
章
等
ノ
御
釈
ヲ
ミ
ロ
ル
ヘ
シ
、
コ
ノ
帰
命
ノ

j
、
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後
ハ
タ
、
報
恩
謝
徳
ト
コ
、
ロ
ウ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
重
テ
五
度
七

度
乃
至
一
生
タ
ノ
ミ
ノ
礼
ヲ
ナ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ

?
マ
)

軍
略
)
一
念
帰
念
ノ
後
ハ
称
礼
念
ト
モ
ニ
報
謝
ノ
タ
メ
ト

、

リス
、
ム
ヘ
キ
ト
コ
ロ
ヲ
帰
△
叩
ノ
タ
ノ
ミ
ノ
礼
ヲ
セ
ヨ
ト
ス
、
メ

ラ
ル
、
ハ
、
何
レ
ヨ
リ
ノ
相
伝
ナ
ル
ヤ
、
ソ
レ
ハ
報
謝
ニ
ハ
ア

＼
、

ノ

ラ
テ
常
タ
ノ
ミ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
、
(
『
斥
異
弁
』
)

了
空
が
帰
命
礼
を
俄
悔
心
を
伴
っ
て
反
復
さ
れ
る
称
名
念
仏
と
捉

え
た
の
に
対
し
、
教
乗
は
「
タ
ノ
ム
」
あ
る
い
は
帰
命
す
る
の
は
初

め
の
一
回
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
了
空
が
往
生
治
定
と
の
領

解
を
計
ら
い
と
し
て
否
定
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
も
、
「
機
辺
二
決

定
ノ
領
解
ナ
ク
シ
テ
何
ヲ
モ
チ
テ
カ
慶
喜
ノ
コ
、
ロ
モ
ヲ
コ
ル
ヘ
ケ

ン
ヤ
」
(
『
斥
異
弁
』
)
と
、
教
乗
は
批
判
す
る
。
そ
の
よ
う
な
領
解
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
の
誓
願
に
対
す
る
疑
念
が
残
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
報
謝
の
念
も
起
こ
り
よ
う
が
な

い
と
一
言
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
和
六
(
一
七
六
九
)
年
に
西
本
願
寺
学
林
の
能
化
に

就
任
し
た
功
存
は
、
『
願
生
帰
命
弁
』
に
お
い
て
、
帰
命
を
欲
生
心

(
浄
士
へ
の
往
生
を
願
、
?
心
)
と
捉
え
、
「
タ
ノ
ム
」
の
意
を
阿
弥
陀
如
来

に
か
^
生
を
願
う
こ
と
と
し
た
、
つ
ぇ
で
、
「
タ
ノ
ミ
」
す
な
わ
ち
帰
^
叩

(
部
)

を
、
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
す
る
状
態
(
相
続
の
信
)
と
は
区
別
し
た
。

右
に
引
い
た
教
乗
の
一
言
辞
か
ら
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

欲
生
帰
命
説
に
従
っ
て
い
た
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
「
初
発
ノ
信
」

す
な
わ
ち
「
一
今
処
叩
」
が
、
単
に
阿
弥
陀
如
来
を
乍
る
状
態
の

始
ま
り
を
指
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
功
存
と
は
違
う
立
場
で
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
が
、
「
タ
ノ
ム
」
の
は
一
回
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る

こ
と
や
、
「
常
タ
ノ
ミ
」
を
問
題
と
す
る
言
辞
か
ら
は
、
帰
命
↓
相

続
の
信
と
い
う
段
階
論
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。
実

際
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
了
空
は
教
乗
の
説
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し

て
い
た
。帰

^
叩
ノ
タ
ノ
ミ
^
ル
コ
ト
ハ
、
如
来
ノ
回
施
ノ
カ
ラ
ニ
引
レ
テ

一
念
帰
^
叩
ノ
心
ヲ
生
ス
ト
心
ウ
レ
ハ
、
別
二
此
方
ヨ
リ
頼
ム
ト

格
ヲ
立
儀
式
シ
テ
ィ
フ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ス
、
本
願
ノ
生
起
本
末
ヲ

キ
、
開
テ
一
念
モ
疑
心
ナ
キ
コ
ロ
ヲ
イ
フ
、
ソ
レ
ヨ
リ
初
念
ノ

コ
ト
ク
相
続
ス
レ
ハ
、
一
念
発
起
ノ
時
ハ
帰
命
礼
ニ
テ
ソ
レ
ヨ

リ
後
帰
命
無
シ
ト
イ
フ
教
ヲ
イ
マ
タ
キ
カ
ス
、
回
心
卜
帰
命
ト

一
混
ニ
オ
ホ
ヘ
ラ
ル
ヤ
、
(
『
復
批
弁
』
こ

こ
の
よ
う
に
了
空
は
、
帰
命
を
一
度
だ
け
の
行
為
と
し
て
捉
え
る

こ
と
を
否
定
し
、
入
信
の
最
初
に
「
頼
ム
ト
格
ヲ
立
儀
式
」
を
修
す

る
こ
と
を
勧
め
た
人
々
と
同
類
の
存
在
と
し
て
教
乗
を
位
置
づ
け
て

批
判
し
て
い
る
。
一
方
、
教
乗
は
、
了
空
が
恭
敬
礼
と
帰
命
礼
の
二

種
の
名
目
を
設
け
る
こ
と
を
批
判
す
る
中
で
、
帰
命
を
伴
わ
ず
単
に

恭
敬
心
か
ら
行
う
礼
拝
は
む
し
ろ
「
三
業
不
相
応
」
で
あ
る
と
し
、

「
帰
命
ノ
一
念
ハ
三
業
相
応
ノ
意
業
ナ
ル
ユ
へ
、
必
ス
礼
拝
ノ
行
ヲ

具
ス
ル
ナ
リ
」
(
斥
異
弁
』
)
と
述
べ
、
帰
命
に
は
三
業
相
応
の
礼
が
伴
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う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
教
乗
の
一
連
の
一
言
辞
と
、

欲
生
帰
命
説
に
立
つ
功
存
が
、
帰
命
に
際
し
て
身
・
ロ
・
意
の
三
業

を
揃
え
た
礼
拝
を
勧
め
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
了

空
は
教
乗
に
対
す
る
批
判
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
功
存
の
三
業
帰
命

説
に
も
^
塒
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

特
に
、
帰
命
を
欲
生
で
捉
え
る
三
業
帰
命
説
に
立
つ
場
△
口
、
阿
弥

陀
如
来
へ
の
帰
^
叩
を
伴
う
礼
拝
は
一
度
だ
け
の
行
為
と
な
る
。
こ
う

し
た
理
解
に
従
う
場
合
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
へ
の
礼
拝
の
容
認
は
、

内
信
と
外
儀
が
一
致
す
る
、
た
だ
一
回
の
儒
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
教
乗
が
欲
生
帰
命

説
に
立
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
祗
礼
拝
を
必
要
最
小
限

に
と
ど
め
る
よ
、
つ
に
説
い
た
こ
と
は
、
タ
ノ
ミ
・
帰
命
を
一
度
だ
け

と
す
る
彼
の
立
場
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
内
信
と
外
儀

礼
拝
に
は
三
業
の
揃
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
立
場
が
、
了
空

と
教
乗
と
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
判

明
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
儀
(
礼
狂
は
内
信
の
表
出
で
あ

る
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
方
、
三
業
帰
命
を
重
視
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
内
心
の
信
へ

の
儀
礼
的
行
為
の
影
響
と
い
う
逆
方
向
の
べ
ク
ト
ル
も
顧
慮
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
功
存
の
『
願

生
帰
命
弁
』
を
擁
護
し
た
玄
丈
は
『
弾
妄
釈
義
編
』
の
中
で
、
「
今

時
末
代
乱
想
ノ
凡
夫
ヲ
シ
テ
直
二
帰
命
願
生
ノ
俗
ヲ
発
得
セ
シ
メ

ン
為
二
、
阿
弥
陀
仏
二
向
ヒ
奉
リ
、
後
生
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
ト
申
セ
ヨ

ト
教
授
シ
タ
マ
フ
」
と
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
に
頼
む
儀
式
を
通
じ
て
信

を
得
る
と
い
う
事
態
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
欲
生
帰
命
説
に
は

立
た
な
い
が
、
三
業
帰
命
は
説
い
た
善
意
(
芳
山
)
も
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

謂
く
、
愚
凡
の
如
き
は
た
と
ひ
知
識
の
教
藹
を
き
＼
た
、
、
自

ら
心
に
さ
ぞ
と
領
解
す
る
も
、
多
く
は
こ
れ
猶
予
し
て
決
定
心

を
得
る
こ
と
か
た
し
。
荷
も
こ
、
ろ
決
定
せ
、
ざ
れ
ば
、
往
生
亦

不
定
な
る
べ
し
。
も
し
よ
く
知
識
に
値
遇
し
、
三
業
相
応
し
て

帰
仏
す
る
式
を
な
さ
ば
、
何
な
る
庸
夫
愚
婦
も
ま
た
少
長
の
別

な
く
明
に
仏
智
を
信
受
し
、
こ
の
時
刻
を
以
て
往
生
治
定
の
最

初
と
し
て
、
生
涯
の
あ
ひ
だ
心
心
相
続
し
他
想
間
雑
な
く
、
報

恩
の
起
行
お
こ
た
ら
、
ざ
る
も
の
な
り
。

善
意
の
場
合
も
、
門
徒
た
ち
が
儀
式
を
通
じ
て
信
を
獲
得
し
た
と

い
う
明
確
な
認
識
を
も
つ
こ
と
で
、
後
の
信
仰
が
継
続
す
る
と
い
う

事
態
を
相
楚
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
、
つ
に
儀
式
・
^
儀
↓
内
心
の
信
と
い
、
つ
べ
ク
ト

ル
を
重
視
す
る
と
、
阿
弥
陀
如
来
以
外
へ
の
礼
拝
に
も
同
様
な
効
果

を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
三
業
帰
命
の
一
回
性

を
説
く
立
場
に
お
い
て
内
信
と
外
儀
の
一
致
と
い
う
規
範
が
強
化
さ

」
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れ
る
理
由
は
、
こ
う
し
た
事
情
も
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
玄
丈
の
「
今
時
末
代
乱
想
ノ
凡
夫
」
、
善
意
の
「
愚
凡
」

と
の
表
現
か
ら
は
、
外
儀
↓
内
信
と
い
う
べ
ク
ト
ル
を
重
視
す
る
僧

侶
に
は
、
い
か
に
し
て
愚
昧
な
門
徒
を
有
効
に
教
化
す
る
か
と
い
う

課
題
瓢
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
外
儀
を
内
信
の
表
出
と
す
る

見
方
や
、
儀
礼
の
効
果
を
考
慮
す
る
観
点
は
、
い
か
に
も
教
化
者
の

立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
真
宗
教
学
が
僧
侶
1
門
徒
と
い

う
非
対
称
的
な
関
係
を
前
提
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
一
八
世
紀
後
半
に
、

門

徒
に
対
す
る
教
化
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
て
論
争
が
頻
発
し
た
こ

と
の
背
景
を
考
え
て
み
る
必
要
が
出
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問

題
へ
の
解
答
を
十
分
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
背
景
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
事
態
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
こ
の
時
期
に
は
讃
岐
国
に
お
い
て
も
、
「
頼
み
直
し
」
の
流

行
と
い
う
か
た
ち
で
三
業
帰
命
襲
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
当
時
の

僧
侶
の
一
人
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。

近
年
ハ
タ
、
作
法
ノ
ミ
ニ
タ
ノ
マ
セ
ル
ユ
へ
、
通
例
マ
テ
ノ
凡

情
也
、
諸
人
ノ
心
中
ヲ
尋
ネ
問
二
、
タ
ノ
マ
ス
非
義
ニ
ナ
ル
モ

ト
ハ
、
多
ハ
コ
ノ
代
帰
命
ユ
へ
也
千
人
ノ
中
二
九
百
人
マ
テ

コ
レ
ヲ
当
テ
ニ
シ
テ
安
、
心
ノ
タ
ノ
ム
一
念
ヲ
要
ト
キ
ク
コ
ト

ハナ
シ
、
(
中
瞳
御
直
命
二
日
^
^
川
小
児
ノ
タ
メ
ニ
父
母
師
僧
ノ

代
り
テ
タ
ノ
ミ
^
ル
コ
ト
、
古
来
諸
方
ト
モ
習
ヒ
^
ル
コ
ト
也
、

コ
レ
識
知
ア
ル
マ
テ
ノ
命
ヲ
タ
モ
ツ
コ
ト
ハ
カ
リ
カ
タ
キ
ユ
ヘ

ニ
、
父
母
等
ノ
泰
友
ヨ
リ
此
子
ノ
後
生
タ
ス
ケ
サ
セ
玉
へ
ト
タ

?
マ
)

ノ
ム
コ
ト
ニ
テ
候
、
コ
ノ
勝
縁
ニ
ヨ
リ
テ
不
側
ノ
利
益
ハ
ア
ル

ヘ
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
凡
愚
ヲ
モ
テ
ト
カ
ク
ノ
ハ
カ
ラ
ヒ
ア
ル

ヘ
キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ス
、
ソ
ノ
子
成
長
セ
ハ
ネ
ン
コ
ロ
ニ
改
悔
文

御
文
章
ノ
如
二
当
流
ノ
安
心
ヲ
ヲ
シ
ユ
ヘ
シ
、
ソ
ノ
教
ナ
キ
ハ

(
部
)

成
長
ノ
所
詮
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
モ
云
、

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
小
児
往
生
説
、
代
帰
命
の
盛

行
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
だ
物
心
の
つ
か
な
い
幼
児
の
代
わ
り
に
、

親
が
阿
弥
陀
如
来
に
帰
命
す
る
慣
行
が
、
「
千
人
ノ
中
二
九
百
人
」

ま
で
該
当
す
る
ほ
ど
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
成
長
し
て

大
人
に
な
っ
て
か
ら
「
タ
ノ
ム
一
念
」
を
必
要
と
す
る
門
徒
が
殆
ど

い
な
く
な
っ
て
い
る
と
一
言
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
態
が
「
タ
ノ

マ
ス
非
義
」
(
無
帰
命
安
心
)
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
栗
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

功
存
の
『
願
生
帰
命
弁
』
は
、
一
兀
来
、
越
前
国
の
条
命
安
心
に

対
す
る
批
判
書
で
あ
っ
た
が
、
右
の
史
料
か
ら
は
、
功
存
の
説
い
た

三
業
帰
命
が
、
代
帰
命
の
盛
行
の
弊
害
を
糺
す
た
め
に
、
大
人
に

な
っ
て
か
ら
「
頼
み
直
す
」
た
め
の
儀
礼
と
し
て
、
讃
岐
国
で
は
普

及
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
三
業
帰
命
説
に
お
い
て
は
、
外
儀
↓
内
信
と

い
う
べ
ク
ト
ル
が
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
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う
に
、
了
空
の
場
合
も
帰
命
礼
に
は
同
様
の
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い

た
。
こ
う
し
て
両
者
の
志
向
が
相
ま
っ
て
、
内
信
と
外
儀
は
一
致
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
共
通
理
解
が
広
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
王
法
為
本
原
則
と
の
関
係
で
、
内
信
と
外

儀
の
使
い
分
け
を
容
竪
、
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
が
、
も
と
も

と
真
宗
教
団
に
は
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
の
下
、
教
乗
の

よ
う
に
王
法
・
他
宗
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
「
神
祗
不
拝
」
を
貫
徹

し
よ
う
と
す
る
か
、
了
空
の
よ
う
に
内
心
の
側
に
恭
敬
の
意
を
相
楚

す
る
こ
と
で
内
信
と
外
儀
の
一
致
を
図
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
信
↓
外
儀
と
い
う
べ
ク
ト
ル
が
働
く
範
囲
が

問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
、
両
者
に
ょ
る
論
争
の
歴
史
的
背
景
で
あ
っ

た
と
一
言
え
よ
う
。

三
論
争
か
ら
惑
乱
へ

①
惑
乱
に
い
た
る
過
程

明
和
年
間
の
論
争
以
後
の
讃
岐
国
に
お
け
る
紛
争
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
大
原
誠
が
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
稿
で
は
紛
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
概
略
を
述
べ
る
に
と

ど
め
、
論
争
鳶
争
へ
と
展
開
す
る
社
会
的
な
諸
条
件
に
つ
い
て
主

に
考
{
祭
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

明
和
八
(
一
七
七
こ
年
、
丸
亀
藩
領
に
あ
る
本
願
寺
塩
屋
御
坊
輪

番
諦
照
寺
義
天
が
勧
め
て
い
た
三
業
帰
命
説
を
奉
ず
る
「
頼
み
直
し

の
徒
」
を
、
讃
岐
国
四
郡
二
七
力
寺
が
西
本
願
寺
と
興
正
寺
に
訴
え
、

高
松
藩
に
も
そ
の
旨
を
告
げ
た
。
訴
え
た
二
七
力
寺
は
了
空
の
支
持

者
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
機
に
し
て
翌
安
永
元
(
一
七
七
二
)
年
に
義

天
は
塩
屋
輪
番
を
免
職
と
な
り
、
結
果
的
に
讃
岐
国
で
は
了
空
を
支

持
す
る
「
東
光
寺
流
」
が
勢
力
を
拡
大
し
た
。

さ
ら
に
、
天
明
元
(
一
七
八
こ
午
興
正
寺
が
宝
物
披
露
の
た
め

(
釦
)

に
派
遣
し
た
使
僧
三
光
寺
が
、
丸
亀
浄
通
寺
、
高
松
勝
法
寺
に
お
け

る
法
墜
「
教
乗
党
」
の
批
判
に
及
ん
だ
た
め
、
教
乗
を
支
持
し
て

い
た
僧
侶
一
四
人
が
勝
法
寺
で
三
光
寺
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
い

う
事
件
が
起
こ
る
。
同
年
秋
、
興
正
寺
に
一
四
人
の
代
表
と
し
て
専

立
寺
超
薫
が
呼
ば
れ
、
吟
味
を
受
け
た
結
果
翌
天
明
二
年
二
月
、

高
松
藩
に
ょ
り
教
乗
派
の
三
力
寺
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
々

こ
の
よ
う
に
、
了
空
を
支
持
す
る
「
東
光
寺
流
」
と
、
教
乗
を
支

持
す
る
「
光
隆
寺
流
」
あ
る
い
は
諦
照
寺
義
天
が
弘
め
た
三
業
帰
命

説
の
支
持
者
と
の
対
立
は
、
天
明
年
間
に
い
た
る
と
「
惑
乱
」
と
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
紛
争
に
発
展
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
後
、
興
正
寺

配
下
の
学
僧
で
あ
る
大
麟
が
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
(
天
明
四
年
)
を
著

し
た
結
果
、
功
存
『
願
生
帰
命
弁
』
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
へ
と
発

展
す
る
と
と
も
に
、
大
麟
は
『
欝
法
義
邪
正
実
録
』
を
著
し
了
空

も
批
判
し
た
た
め
、
了
空
派
と
大
麟
と
が
現
地
で
対
立
す
る
状
況
も
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生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
東
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
讃
岐
国
西
法
寺
の

宝
厳
も
『
興
復
記
』
(
天
明
七
年
)
を
出
版
し
た
結
果
『
願
生
帰
命
弁
』

を
め
ぐ
る
論
争
は
全
国
的
な
展
開
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
三
業
惑

露
)

乱
へ
と
事
態
は
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

②
真
宗
門
徒
の
活
動
と
高
松
藩
に
ょ
る
統
制

こ
の
よ
う
に
、
了
空
と
教
乗
の
論
争
は
、
「
東
光
寺
流
」
と
「
光

隆
寺
流
」
と
い
う
西
本
願
寺
門
末
の
僧
侶
と
門
徒
を
巻
き
込
ん
だ
党

派
間
の
対
立
に
ま
で
発
展
し
た
。
最
後
に
、
両
者
の
論
争
が
こ
の
よ

う
な
紛
争
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
社
会
の
側
の
条
件
に
つ

い
て
、
主
に
高
松
藩
が
発
令
し
た
浄
士
真
宗
門
徒
の
活
動
に
関
わ
る

規
制
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
考
{
祭
し
て
お
き
た
い
。

高
松
藩
は
、
宝
暦
四
(
一
七
五
四
年
三
月
に
浄
士
真
宗
寺
院
に
対

し
て
、
寺
院
に
お
け
る
俗
人
に
対
す
る
説
法
な
ど
に
際
し
て
紛
ら
わ

し
い
教
導
を
し
な
い
よ
う
に
伝
え
た
う
え
で
、
在
家
(
俗
家
)
の
寄
合

で
僧
侶
が
退
席
し
た
後
に
俗
人
た
ち
が
法
義
籔
義
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
、
宗
意
を
誤
っ
て
理
解
し
人
に
勧
め

て
い
る
俗
人
が
あ
れ
ば
、
寺
社
奉
行
に
訴
え
出
る
よ
う
に
命
じ
た
。

ま
た
、
同
年
四
月
に
は
、
寺
院
以
外
で
の
説
法
を
規
制
す
る
と
と
も

「
安
心
者
撫
与
申
俗
人
之
身
と
し
て
旦
那
寺
法
を
投
や
り
二
致
、

こ
、

ι自
己
之
法
意
に
か
た
よ
り
候
事
」
を
問
題
と
す
る
通
達
も
行
っ
て
い

重る
。
こ
れ
ら
の
触
書
か
ら
は
、
講
の
結
成
を
通
じ
た
俗
家
に
お
け
る

露
)

門
徒
た
ち
の
会
合
と
、
そ
の
場
に
お
け
る
俗
人
に
ょ
る
寺
院
僧
侶
を

蔑
ろ
に
し
た
「
教
化
」
活
動
が
問
題
に
な
り
、
規
制
の
対
象
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
同
藩
は
、
明
和
八
年
に
な
る
と
、
宝
暦
四
年
令
に
触
れ
つ

つ
、
「
一
向
宗
法
義
」
の
勧
め
方
に
つ
い
て
問
題
に
し
、
領
内
に
入

り
込
ん
で
密
か
に
「
新
法
」
を
勧
め
る
者
や
、
あ
る
い
は
他
領
に
い

て
「
新
法
」
を
勧
め
る
者
の
存
在
を
聞
き
付
け
て
赴
く
者
が
い
た
ら
、

露
)

召
し
捕
っ
て
吟
味
す
べ
き
こ
と
を
通
達
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、
明
和
八
年
に
は
三
業
帰
命
説
を
唱
え
た
諦
正
寺
義
天
を
了

空
の
支
持
者
が
訴
え
て
お
り
、
こ
の
通
達
に
お
け
る
他
領
と
は
丸
亀

藩
領
、
「
新
法
」
と
は
三
業
帰
命
説
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
天
明
二
年
に
は
「
教
乗
党
三
一
人
」
が
住
職
を
解
任
さ

れ
る
な
ど
、
高
松
藩
の
処
罰
を
受
け
た
が
、
玄
智
の
『
大
谷
本
願
寺

通
紀
』
に
ょ
れ
ば
、
こ
の
事
件
を
受
け
て
高
松
藩
は
「
法
嗣
伴
僧
」

の
説
法
の
対
象
は
自
寺
の
檀
家
に
限
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
布
達
し
た

西

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
布
達
は
天
明
三
年
四
月
付

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
一
向
宗
」
向
け
の
布
達
で
は
、
住
職

弟
子
と
も
に
自
寺
で
説
法
・
講
釈
を
行
う
べ
き
こ
と
、
他
寺
の
住
職

や
学
問
に
秀
で
た
弟
子
を
招
く
場
合
に
限
り
役
所
に
届
け
出
て
許
可

を
得
て
か
ら
説
法
を
さ
せ
る
こ
と
、
弟
子
僧
を
無
許
可
で
寺
院
外
の

町
に
居
住
さ
せ
な
い
こ
と
な
ど
が
言
わ
れ
て
い
る
。

村

そ
し
て
、
こ
の
布
達
で
は
在
家
に
お
け
る
寄
会
合
に
つ
い
て
も
触
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れ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
、
つ
な
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

右
寄
会
合
与
申
義
者
他
旦
那
入
組
講
を
結
ひ
、
面
々
之
旦
那
寺

を
指
置
、
自
分
帰
依
之
僧
を
相
極
、
右
法
席
を
相
頼
申
由
相
聞

候
、
夫
々
之
帰
依
二
よ
り
寺
持
多
ク
者
弟
子
共
江
相
頼
申
候
様

相
聞
候
、

甲
略
)

旦
那
寺
之
僧
、
法
義
勤
相
済
候
上
、
俗
人
共
跡
二
居
残
り
僧
分

之
勧
方
様
成
ル
義
も
い
た
し
候
由
相
聞
候
、
殊
二
旦
那
寺
法
義

一
座
相
勤
候
義
者
、
其
家
内
之
者
共
計
聴
聞
も
可
致
筈
二
候
処
、

所
々
江
沙
汰
致
候
哉
、
大
勢
参
詣
い
た
し
、
寺
々
二
而
説
法
之

様
二
群
集
い
た
し
候
由
、
甚
不
相
済
義
二
倹
、

右
の
史
料
で
は
、
寄
会
合
は
異
な
る
寺
の
檀
那
の
者
ど
う
し
が
結

ん
だ
講
を
基
盤
に
行
わ
れ
て
お
り
、
檀
那
寺
の
住
職
を
招
か
ず
、
自

分
た
ち
の
帰
依
す
る
僧
を
招
く
た
め
、
タ
タ
く
の
帰
依
者
を
抱
え
る
寺

は
弟
子
僧
に
会
合
に
お
け
る
法
壁
任
せ
て
い
る
こ
と
、
僧
侶
退
席

後
に
俗
人
が
僧
侶
と
同
様
な
法
義
の
勧
め
方
を
す
る
こ
と
や
、
俗
家

に
お
け
る
法
曹
大
勢
の
参
詣
者
が
押
し
か
け
る
こ
と
な
ど
の
事
態

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
高

松
藩
領
の
真
宗
門
徒
た
ち
は
、
種
々
の
宗
派
、
学
派
に
属
す
る
僧
侶

だ
け
で
な
く
、
俗
人
の
う
ち
教
化
に
携
わ
る
者
た
ち
か
ら
も
、
寺
院

だ
け
で
な
く
、
村
・
町
の
草
庵
や
俗
家
で
法
談
を
聴
聞
で
き
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
宝
暦
期
に
中
国
地
方
を
中
心
に
異
端
的

教
義
を
説
い
た
円
空
と
い
う
旅
僧
が
、
小
寄
講
な
ど
の
俗
家
に
お
け

る
会
合
を
基
盤
に
し
て
信
仰
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
、
石
見
国
の
場
貪
真
{
示
僧
侶
た
ち
は
、
旅
僧
と
講
中
と

の
繋
が
り
を
断
ち
切
る
と
い
う
名
目
で
、
寺
院
だ
け
で
な
く
、
弟
子

た
ち
を
廻
在
僧
と
し
て
俗
家
で
法
談
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
点

に
つ
い
て
も
、
前
稿
で
は
触
れ
て
い
る
。
右
に
行
っ
て
き
た
検
討
か

ら
、
讃
岐
国
に
お
い
て
も
同
様
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
、
真
{
示
僧
侶
た
ち
は
、
寺
院
だ
け

で
な
く
、
俗
家
に
お
い
て
も
教
化
活
動
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
講
的
結
合
を
基
盤
に
し
た
俗
人
た
ち
に
ょ
る
信

仰
に
関
わ
る
活
動
の
活
発
化
と
い
う
事
態
を
条
件
に
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
僧
侶
に
ょ
る
教
学
の
研
鎖
は
こ
う
し
た
事
態

へ
の
対
応
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
寺
檀
関
係
に
と

ら
わ
れ
な
い
帰
依
者
の
獲
得
と
い
う
活
動
も
伴
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
諸
条
件
こ
そ
が
、
教
学
上
の
論
争
が
寺
院
住
職
や
弟
子
僧
、
在
俗

の
門
徒
ま
で
巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
党
派
間
抗
争
の
背
景
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
近
世
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
も
、
浄
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士
真
宗
が
は
ら
ん
で
い
た
体
制
的
な
異
端
性
の
要
素
と
し
て
、
そ
の

専
修
的
性
格
と
蚕
を
奉
ず
る
俗
人
に
ょ
る
宗
教
的
活
動
の
存
在
と

い
う
二
点
を
挙
げ
て
お
い
た
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
互
い
に
正
義
か
異
義
か
を
争
っ

た
了
空
と
教
乗
で
あ
っ
た
が
、
と
も
に
「
三
業
相
応
」
の
礼
拝
が
望

ま
し
い
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
功
存
を
主
唱
者
と
す
る
三
業
帰

命
派
と
了
空
と
の
間
に
も
、
儀
礼
的
行
為
に
内
心
の
信
を
呼
び
起
こ

す
効
果
を
想
定
す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
論

争
の
中
で
礼
拝
が
主
題
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
寺
院
に
お
け
る
本
尊

を
中
心
に
し
た
儀
礼
体
系
を
通
じ
た
門
徒
に
対
す
る
教
化
を
、
ど
の

よ
う
に
有
効
に
実
施
す
る
か
と
い
う
問
題
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
高
松
藩
領
に
お
け
る
、
小
児
往
生
説
に
立
っ
た
代
帰
命
の

慣
行
の
盛
行
や
、
寺
檀
関
係
を
こ
え
て
結
ば
れ
た
講
に
お
け
る
俗
人

た
ち
に
ょ
る
「
教
化
」
活
動
の
存
在
は
、
異
端
信
仰
が
広
が
る
条
件

と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
向
を
い
か
に
し
て

寺
院
中
心
の
教
導
の
体
制
に
組
み
込
み
統
御
し
て
い
く
か
と
い
う
課

題
が
真
宗
僧
侶
た
ち
に
は
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
様
な
様
相
を
示
し
て
い
た
は
ず
の
門
徒
の
信
仰
を
統

御
し
て
い
く
方
法
を
め
ぐ
つ
て
は
、
路
線
の
相
違
を
生
じ
や
す
か
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
教
学
上
の
論
争
を
生
む
条
件
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
主
に
取
り
扱
っ
た
了
空
の
教
説
に
つ
い
て
言
え
ば
、
特
に

往
生
治
定
と
の
領
解
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
異
義
の
傾
向
が
甚
だ

し
い
が
、
あ
く
ま
で
真
宗
教
団
内
に
お
け
る
異
義
で
あ
っ
て
、
体
制

的
な
異
端
と
し
て
の
色
彩
は
薄
い
。
恭
敬
礼
の
設
定
に
ょ
り
行
動
面

(
外
倭
に
お
け
る
「
神
祗
不
拝
」
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
し
、
門
徒

に
対
し
報
恩
と
と
も
に
俄
悔
心
の
相
続
を
説
く
な
ど
、
む
し
ろ
世

俗
・
社
会
に
お
け
る
軌
櫟
を
回
避
す
る
志
向
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
了
空
派
の
僧
侶
た
ち
は
、
三
業
帰
命
説
を
排
除
す
る

際
に
は
政
治
権
力
(
高
松
藩
)
と
結
び
つ
く
こ
と
に
も
成
功
す
る
な
ど
、

讃
岐
国
に
お
い
て
一
定
の
地
歩
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ

う
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
正
義
と
異
義
を
め
ぐ
る
学
僧

間
の
論
争
は
、
緩
や
か
な
「
正
統
」
の
枠
組
み
の
中
で
展
開
し
て
い

た
と
言
え
る
が
、
時
に
は
紛
争
に
ま
で
繋
が
る
論
争
が
生
じ
た
社
会

の
底
流
に
は
、
体
制
的
な
異
端
信
仰
に
^
展
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
た
真
宗
門
徒
に
ょ
る
独
自
な
宗
教
活
動
の
展
開
と
い
う
事
票

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
、
浄
士
真
宗
の
専
修
的
性
格
を
示
す
「
神
祗
不

拝
」
の
教
義
を
め
ぐ
つ
て
は
、
内
信
と
外
儀
の
使
い
分
け
と
王
法
為

本
原
則
に
従
う
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
行
動
面
に
も

表
出
し
よ
う
と
い
、
つ
動
き
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
了
空

の
教
説
に
従
う
な
ら
ば
、
神
祗
不
帰
依
は
完
全
に
内
心
の
領
域
の
問

題
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
真
宗
の
専
修
的
性
格
は
、
王
法
為
本
原
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則
に
従
う
ま
で
も
な
く
、
内
面
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
教
説
が
広
が
っ
た
地
域
が
あ
る
と
い
、
つ
こ
と
は
、

「
神
祗
不
拝
」
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
さ
に
な
ぜ
地
域
に
ょ
る
違
い
が

(
2
)

見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
^
を
解
く
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し

た
い
。(

1
)
黒
田
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」
(
『
黒
田
俊
雄
著
作

集
』
二
、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
七
五
年
)
、
平
雅
行

「
中
世
仏
教
の
成
立
と
展
開
」
(
同
冒
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書

尻
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
四
年
)
、
河
内
将
芳
「
宗
教
勢
力
の

運
動
方
向
」
(
冒
本
史
講
座
五
近
世
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
0
0
四
年
)
な
ど
を
姦
。

(
2
)
大
橋
幸
泰
「
「
邪
」
と
「
正
」
の
間
1
近
世
日
本
の
宗
教
序
列
」
(
大

橋
幸
泰
・
深
谷
克
己
編
『
<
江
戸
>
の
人
と
身
分
六
身
分
論
を
ひ
ろ

げ
る
』
吉
川
弘
文
館
、
二
0
 
三
年
)
を
参
照
。

(
3
)
引
野
亨
輔
「
異
安
心
事
件
と
近
世
的
宗
派
壽
」
(
同
『
近
世
宗
教
世

界
に
お
け
る
普
遍
と
特
殊
』
法
蔵
館
、
二
0
0
七
年
、
初
出
一
九
九
八

年
)
、
澤
博
勝
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
と
併
存
」
(
同
一
近
世
宗

教
社
会
論
』
吉
川
弘
文
館
二
0
0
八
年
、
初
出
二
0
0
五
年
)
、
拙

「
三
業
惑
乱
と
京
都
本
屋
仲
間
1
『
興
復
記
』
出
版
の
波
紋
」
(
『
書

稿

出
版
と
社
会
変
容
』
九
、
二
0
 
-
 
0
年
)
を
姦
。

物

(
4
)
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
な
ど
の
「
異
宗
」
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
扱
い

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
大
橋
幸
泰
マ
異
宗
」
と
キ
リ
シ
タ
ン
」
(
同

『
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、
二
0
0
 
一
年
)
を
参
照
。

(
§
三
嶋
信
「
近
世
中
期
に
お
け
る
在
地
仏
教
1
飛
騨
安
永
法
論
と
円
光

寺
浄
明
」
(
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
三
1
一
、
二
0
0
八
年
)
に
ょ

れ
ぱ
、
飛
騨
大
原
騒
動
の
背
景
に
、
飛
騨
国
が
公
儀
ば
か
り
か
死
を
も

恐
れ
な
い
「
一
向
宗
」
の
国
で
あ
る
た
め
と
す
る
と
い
う
風
説
が
あ
っ

た
と
い
、
つ
0

(
6
)
藤
井
学
「
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
三

近
世
亘
岩
波
書
店
一
九
六
七
年
)
等
を
参
照
。

(
7
)
安
丸
良
夫
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
)
一

二
九
頁
を
参
照
。

(
§
柏
原
祐
泉
「
近
世
真
宗
に
お
け
る
神
祗
へ
の
対
応
」
(
同
『
真
宗
史
仏

教
史
の
研
究
Ⅱ
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
六
年
初
出
一
九
七
八
年
)
。

(
9
)
拙
稿
「
神
祗
不
拝
の
論
理
と
行
動
」
(
『
近
世
の
宗
教
と
社
会
三
民

衆
の
<
知
>
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
八
年
)
。

(
四
拙
稿
「
旅
僧
と
異
端
信
仰
1
長
門
円
空
の
異
義
摘
発
事
件
」
(
『
社
会

文
化
論
集
』
三
、
二
0
0
六
年
)
、
三
嶋
前
掲
注
(
5
)
「
近
世
中
期
に
お

け
る
在
地
仏
教
」
を
参
照
。

(
Ⅱ
)
拙
稿
前
掲
注
(
3
)
「
三
業
惑
乱
と
京
都
本
屋
仲
間
」
等
を
姦
。
三

業
惑
乱
と
は
、
西
本
願
寺
学
林
第
六
代
能
化
の
功
存
が
唱
え
た
「
三
業

帰
命
説
」
の
是
非
を
め
ぐ
る
争
乱
で
あ
る
。
三
業
惑
乱
の
経
緯
等
に
つ

い
て
は
、
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
(
一
九
三
九
年
)
、
『
本
願
寺
史
第

二
巻
』
(
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
)
等
を
参
照
。

(
口
)
讃
岐
国
に
お
け
る
論
争
及
び
紛
争
の
展
開
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大

原
誠
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
(
『
浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
二
、

-
0
0
七
年
)
、
同
「
『
讃
岐
国
法
敵
惑
乱
之
次
第
』
に
つ
い
て
」
(
『
行

信
学
報
』
通
巻
三
、
二
0
0
八
年
)
、
北
岑
大
至
「
大
麟
『
真
宗
安

心
正
偽
編
』
成
立
の
一
考
察
」
(
『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

一
九
、
二
0
0
七
年
)
、
同
「
近
世
興
正
寺
教
学
の
一
考
察
1
大
麟

『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
を
手
が
か
り
と
し
て
」
(
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

五
六
ー
ニ
、
二
0
0
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
玲
)
写
本
一
冊
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。
別
題
は
「
讃
陽
問
答
」
。

巻
末
に
常
教
寺
『
鴨
鵠
問
答
』
(
表
題
無
し
。
『
似
是
決
』
へ
の
反
論
晝

を
付
す
。
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(
H
)
写
本
一
冊
。
覚
超
筆
記
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。

(
巧
)
写
本
一
冊
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。

(
玲
)
写
本
一
冊
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。

(
豆
写
本
四
冊
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。

(
W
)
写
本
一
冊
。
智
海
著
。
明
和
五
年
初
春
以
降
成
立
。
龍
谷
大
学
大
宮

図
書
館
蔵
。

(
設
大
麟
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
(
写
本
一
冊
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
)
。

⑳
『
爵
法
義
一
件
訴
出
』
(
写
本
一
冊
、
寛
政
三
年
三
月
、
龍
谷
大
学

大
宮
図
書
館
蔵
)
に
は
、
「
東
光
寺
流
・
光
隆
寺
流
と
僧
分
者
勿
論
在
家

之
輩
二
至
迄
御
法
義
筋
二
付
互
二
偏
執
二
相
成
候
」
と
あ
る
。

(
幻
)
例
え
ば
、
「
余
力
勧
化
一
二
念
帰
命
ノ
後
ハ
随
分
油
断
ナ
ク
畢
命
ヲ

斯
(
期
セ
ト
シ
テ
報
熟
仏
ス
ヘ
キ
ヨ
シ
風
ス
」
(
「
真
宗
択
善
録
』
)

な
ど
と
あ
る
。

(
訟
)
教
乗
は
「
王
法
ヲ
マ
モ
リ
世
間
二
順
ス
ル
ト
イ
フ
ハ
怖
レ
ヘ
ツ
ラ
ヘ

ル
コ
ト
、
ヲ
モ
ヘ
ル
ヤ
」
(
『
斥
異
弁
』
)
と
、
詣
い
で
は
な
い
と
反
論
す

る
が
、
内
信
と
外
儀
の
一
致
を
推
奨
す
る
一
方
で
、
そ
の
飛
離
を
{
姦

す
る
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

⑳
『
願
生
帰
命
弁
』
は
宝
暦
一
四
年
刊
稜
本
一
冊
龍
谷
大
学
大
宮
図

書
館
蔵
)
。

(
討
)
板
本
一
冊
。
寛
政
元
年
刊
。
ニ
テ
ウ
S
 
一
三
丁
オ
。
金
沢
大
学
暁

鳥
文
庫
蔵
。

⑳
善
意
『
真
宗
白
糸
篇
注
解
』
(
森
越
博
編
『
真
宗
白
糸
篇
注
解
附
善

意
伝
』
桂
書
房
、
二
0
0
四
年
に
ょ
る
)
。

(
鈴
)
万
愚
『
希
法
義
邪
正
実
録
風
諫
抄
』
(
写
本
一
冊
、
寛
政
元
年
二
月
、

高
松
市
妙
覚
寺
蔵
、
香
川
県
立
文
書
館
写
真
版
に
ょ
る
)
の
う
ち
、
「
小

児
代
帰
命
三
業
次
第
」
に
ょ
る
。
な
お
、
万
愚
は
本
書
で
三
業
帰
命
説

を
支
持
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。

(
包
大
原
前
掲
注
金
)
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
を
参
照
。

(
器
)
玄
智
『
真
宗
安
心
異
謬
紀
事
』
(
『
真
宗
全
書
六
八
』
一
九
一
七
年
)
、

大
原
前
掲
注
(
口
)
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
を
参
照
。

⑳
大
原
前
掲
注
金
)
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
を
参
照
。

(
即
)
麟
祥
と
推
定
さ
れ
る
。
岡
村
喜
史
「
三
光
寺
四
百
年
の
歩
み
」
(
『
一

歩
近
づ
い
て
み
る
三
光
寺
』
(
三
光
寺
、
一
九
九
六
年
)
を
姦
。
な

お
、
本
曹
つ
い
て
は
大
原
誠
氏
に
ご
教
示
を
得
た
。

(
迅
大
麟
一
真
宗
安
心
正
偽
編
』
(
写
本
一
冊
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館

蔵
)
の
「
紀
事
」
を
姦
。

(
鐙
大
原
前
掲
注
(
松
)
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
、
玄
智
前
掲
注

露
)
『
真
宗
安
心
異
靜
紀
事
』
を
参
照
。

(
鐙
大
原
前
掲
注
(
撃
「
『
讃
岐
国
法
敵
惑
乱
之
次
第
』
に
つ
い
て
」
を
参

照
。

(
釧
)
写
本
一
冊
。
天
明
七
年
成
立
。
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
。

露
)
大
原
前
掲
注
金
)
「
讃
岐
の
法
論
と
実
相
庵
大
麟
」
を
姦
。

(
託
)
拙
稿
前
掲
注
(
3
)
「
三
業
惑
乱
と
京
都
本
屋
仲
間
」
。

(
即
)
「
宝
暦
四
戌
御
用
留
」
(
別
所
家
文
晝
『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
一

0
、
二
0
0
六
年
)
を
姦
。

(
認
)
「
寛
政
ヨ
リ
天
保
年
間
二
至
ル
高
松
藩
諸
逹
留
甲
巻
」
(
香
川
県

史
編
さ
ん
資
料
マ
イ
ク
巳
所
収
の
文
政
八
年
令
に
引
く
明
和
八
年
令

に
拠
る
。

西
)
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
巻
四
(
貫
宗
全
書
六
八
』
、
一
九
一
四
年
)
。

(
卯
)
「
天
明
二
年
S
天
明
五
年
巽
」
(
香
川
県
木
田
郡
三
木
町
・
常
光

寺
文
晝
香
川
県
立
文
書
館
写
真
版
)
。

(
包
拙
稿
前
掲
注
(
W
)
「
旅
僧
と
異
端
信
仰
」
を
姦
。

(
g
 
常
教
寺
『
鴨
鵠
問
答
』
(
『
似
是
決
』
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
の
巻

末
に
掲
載
)
に
ょ
れ
ば
、
讃
岐
国
に
お
い
て
も
、
阿
野
郡
北
府
中
村
で

「
俗
人
不
領
解
」
に
ょ
る
神
職
と
の
争
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

事
件
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

(
こ
ぱ
や
し
じ
ゅ
ん
じ
)
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