
更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て

関

根

慶

子

、

 
 
更
級
日
記
が
回
想
の
か
た
ち
を
と
っ
た
日
記
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は

伺
人
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
作
品
が
、
四
十
余
年
の
長
さ
を

含
み
な
が
ら
、
讃
岐
典
侍
日
記
の
二
年
未
満
と
ほ
ぼ
同
量
で
し
か
な
い
と
い
う

．
事
実
は
、
い
っ
た
い
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
作
者

が
た
だ
四
十
年
の
過
去
を
追
想
し
自
伝
的
な
日
記
を
綴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

 
一
つ
の
視
点
に
凝
集
し
て
四
十
年
の
過
去
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語

 
っ
て
い
よ
う
。
従
っ
て
、
叙
述
内
容
は
選
択
さ
れ
限
定
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
視

点
の
も
と
に
構
想
さ
れ
統
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通

 
 
 
 
（
1
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）
 
 
 
 
（
3
）

り
で
あ
る
。
た
だ
、
作
者
の
構
成
力
の
弱
さ
や
和
歌
へ
の
愛
着
や
自
然
美
へ
の

愛
好
な
ど
が
、
そ
の
構
想
を
際
立
た
せ
な
い
恨
み
は
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
け
れ
ど

も
。
／

 
で
は
そ
の
一
つ
の
視
点
と
か
、
構
想
と
か
い
う
の
は
何
か
。
そ
れ
は
こ
の
日

記
の
終
り
近
く
に
位
置
す
る
文
章
、
す
な
わ
ち
夫
死
後
の
述
懐
と
、
そ
れ
と

密
接
な
関
連
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
と
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

更
級
日
記
が
こ
の
晩
年
の
心
境
を
基
点
と
し
て
生
涯
を
回
想
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
こ
の
日
記
を
統
括
す
る
根
幹
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
近
藤
＝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
）

氏
ら
も
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
説
の
幾
つ
か
は
、
い
わ
ゆ

る
述
懐
の
部
分
を
重
視
し
、
作
者
の
筆
勢
た
し
か
な
阿
弥
陀
仏
の
夢
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
作
者
の
信
仰
に
つ
い
て
は
極
め
て
懐
疑
的
な
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
両

者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
合
せ
た
も
の
が

作
者
晩
年
の
心
境
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
下
に
便
宜
上
述
懐
の

部
分
を
A
、
阿
弥
陀
仏
の
夢
の
部
分
を
B
と
し
て
引
用
す
る
が
、
両
者
は
別
々

の
も
の
で
は
な
く
、
続
い
て
い
る
A
B
の
叙
述
を
打
っ
て
一
丸
と
し
た
も
の
が

作
者
晩
年
の
心
境
で
あ
り
、
B
に
そ
の
結
論
的
な
も
の
を
、
私
は
見
る
。
諸
説

に
対
し
て
、
私
の
そ
う
し
た
見
解
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う
の
が
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

稿
の
主
旨
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
年
ほ
ど
前
に
も
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
こ
こ
に
論
考
を
全
く
新
た
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
見
解
を
一

層
明
確
に
し
、
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

剛

A
昔
よ
り
、
よ
し
な
き
物
語
・
歌
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め
で
、
夜
昼
思
ひ

 
て
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば
、
い
と
か
か
る
夢
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら

顎
，
一 

ま
し
。
初
瀬
に
て
前
の
た
び
「
稲
荷
よ
り
た
ま
ふ
し
る
し
の
杉
よ
」
と
て

 
投
げ
い
で
ら
れ
し
を
、
い
で
し
ま
ま
に
稲
荷
に
詣
で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か

（89）

更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て



 
 
か
ら
ず
や
あ
ら
ま
し
。
年
ご
ろ
「
天
照
御
神
を
念
じ
奉
れ
」
と
見
ゆ
る
夢

 
 
は
、
人
の
御
乳
回
し
て
内
わ
た
り
に
あ
り
、
帝
・
后
の
御
か
げ
に
か
く
る

 
 
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
合
は
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か

 
 
な
は
で
や
み
ぬ
。
た
だ
、
悲
し
げ
な
り
と
見
し
鏡
の
影
の
み
た
が
は
ぬ
、

 
 
あ
は
れ
に
心
う
し
。
か
う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人

 
 
な
れ
ば
、
功
徳
も
つ
く
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
ぬ

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
作
者
の
過
去
に
あ
っ
た
四
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
①
物

語
や
歌
に
の
み
心
酔
し
て
熱
心
な
勤
行
も
し
な
か
っ
た
こ
と
、
②
第
一
回
初
瀬

詣
で
の
際
に
見
た
稲
荷
の
し
る
し
の
杉
の
夢
、
③
「
天
女
御
神
を
念
じ
奉
れ
」

の
夢
の
こ
と
（
宮
仕
え
関
係
）
④
作
者
の
将
来
を
予
兆
す
る
、
鏡
に
う
つ
っ
た

影
の
こ
と
（
代
参
の
僧
の
夢
）
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
日
記
に
既
に
置
か
れ

た
記
事
を
受
け
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
に
お
け
る
意
図
的

構
築
は
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
そ
レ
て
、
作
者
の
慨
嘆
は
①
②
③
に
関
す
る
喪

失
感
・
絶
望
感
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
違
っ
て
④
の
み
の
実
現
を
嘆
く
乃
④
は
①

②
③
の
慨
嘆
に
並
列
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
ば
な
く
て
作
者
は
こ
こ
に
①

②
③
を
顧
み
て
、
④
す
な
わ
ち
悲
喜
両
面
の
影
の
う
ち
悲
し
い
影
の
み
が
実
現

し
て
い
る
わ
が
身
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
「
悲
し
げ
な
り
と
多
し
鏡
の
影
」

こ
そ
は
わ
が
身
を
予
兆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
今
こ
そ
作
者
は
身
に
し

み
て
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
を
受
け
て
「
か
う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ

方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
」
と
、
作
者
は
更
に
不
如
意
の
生
涯
を
総
括
す
る
。
も

っ
と
も
こ
の
詠
嘆
は
、
既
に
、
宮
仕
え
を
一
応
退
い
た
段
階
で
「
い
く
ち
た
び

水
の
．
田
芹
を
つ
み
し
か
は
思
ひ
し
こ
と
の
つ
ゆ
も
か
な
は
ぬ
」
の
歎
息
に
共
通

の
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
が
、
今
や
、
不
如
意
の
実
感
は
生
涯
を
通
じ
て
の
も
の

と
総
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
時
点
の
作
者
は
、
「
い
と
か
か
る

夢
の
世
」
を
見
、
「
功
徳
も
つ
く
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
」
と
い
う
状
態
な

の
で
あ
る
。

 
し
か
し
作
者
の
筆
は
こ
こ
で
終
ら
な
い
。
A
の
文
に
密
着
し
て
次
の
文
章
B

が
続
く
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

 
B
さ
す
が
に
命
は
う
き
に
も
絶
え
ず
な
が
ら
ふ
め
れ
ど
、
の
ち
の
世
も
思
ふ

 
 
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と
一
つ
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

 
 
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
み
た
る
所
の
屋
の
つ

 
 
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
給
へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
給
は
ず
、
霧
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す

 
 
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
透
き
て
見
え
給
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
奉
れ

 
 
ば
、
蓮
花
の
座
の
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
宇
六
尺
ば
か

 
 
り
に
て
、
金
色
に
光
り
か
が
や
き
給
ひ
て
、
御
手
、
片
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ

 
 
た
る
や
う
に
、
い
ま
片
つ
方
に
は
印
を
つ
く
り
給
ひ
た
る
を
、
」
異
人
の
目

 
 
に
は
見
つ
け
奉
ら
ず
、
我
一
人
見
奉
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
、
」
け
お

 
 
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
す
だ
れ
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
奉
ら
ね
ば
、
仏
「

 
 
さ
は
、
こ
の
度
は
か
へ
り
て
、
の
ち
に
迎
へ
に
来
む
」
と
の
た
ま
ふ
声
、

 
 
わ
が
耳
ひ
と
つ
に
き
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
、
と
見
る
に
、
う
ち

 
 
お
ど
ろ
き
な
れ
ば
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
、
の
ち
の
頼
み
と
し

 
 
け
る
。

こ
こ
で
作
者
は
、
「
た
だ
よ
ふ
」
生
に
も
拘
ら
ず
、
命
は
長
ら
え
る
よ
う
だ
が

後
の
世
も
願
う
が
ま
ま
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
ど
気
が
か
り
で
あ
る
が
、

実
は
頼
み
に
思
う
こ
と
が
一
つ
だ
け
あ
る
の
だ
、
と
言
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
来
迎

の
夢
を
語
る
。
更
級
日
記
に
あ
る
十
一
の
夢
の
中
で
、
こ
れ
の
み
が
年
月
日
を

附
し
、
こ
れ
の
み
が
年
月
の
順
に
よ
ら
ず
、
三
年
あ
と
の
夫
死
雨
後
の
述
懐
の

（90）



終
り
に
結
び
の
如
く
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
再
び
念
を
お
す
が
如
く
に
h
こ

の
夢
ば
か
り
そ
の
ち
の
頼
み
と
し
け
る
」
と
強
い
口
調
で
結
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
何
人
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
諸
家
も
認
め
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
諸
説
の
中
に
は
、
こ
の
夢
の
扱
い
を
重
要
と
認
め
な
が

ら
も
そ
の
あ
と
に
「
だ
が
」
・
「
し
か
、
し
な
が
ら
」
等
を
附
し
て
、
そ
の
夢
の

示
す
作
者
の
信
仰
に
不
信
感
を
表
明
さ
れ
る
説
は
少
な
く
な
い
。
以
下
そ
の
顕

 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

著
な
幾
つ
か
に
再
び
耳
を
傾
け
よ
う
。

 
近
藤
一
．
一
氏
は
、
こ
の
夢
の
特
別
な
扱
い
方
に
注
目
さ
れ
、
「
作
者
が
此
の

夢
に
、
如
何
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
て
み
た
か
一
i
い
や
寄
せ
よ
う
と
し
て
み

た
か
は
以
上
の
諸
黙
か
ら
十
分
に
解
せ
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
更
に

 
 
 
だ
が
、
果
し
て
来
世
の
救
済
を
深
く
信
ず
る
作
者
を
我
々
は
此
所
に
見

 
 
得
る
で
あ
ら
う
か
。
成
程
こ
の
夢
は
源
信
僧
都
が
描
い
た
と
言
は
れ
る
聖

 
 
衆
来
迎
の
図
の
如
く
美
し
い
。
ま
こ
ど
に
い
ち
ら
し
く
も
純
眞
な
夢
で
は

 
 
あ
る
。
迫
り
来
る
時
代
的
不
安
の
拡
大
と
共
に
浄
土
教
の
信
仰
が
生
活
的

 
 
現
実
に
身
近
か
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
み
た
平
安
末
期
と
い
ふ
時
代

 
 
環
境
の
中
に
於
て
見
ら
れ
た
此
の
夢
は
、
今
日
の
我
々
が
想
像
す
る
よ
り

 
 
も
遙
か
に
確
実
な
未
来
世
に
対
す
る
約
束
を
意
味
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

 
 
に
も
拘
ら
ず
、
此
の
夢
か
ら
安
ち
か
な
信
頼
感
と
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
逆
に

 
 
と
も
す
る
と
ふ
っ
と
消
え
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
善
い
夢
の
影
像
を
、

 
 
ひ
し
と
抱
き
続
け
よ
う
と
す
る
作
者
の
心
を
感
ず
る
の
は
私
だ
け
の
思
ひ

 
 
過
ぎ
で
あ
ら
う
か
。

と
述
べ
ら
れ
、
「
そ
の
考
は
、
最
後
の
述
懐
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
一
層

深
め
ら
れ
る
。
」
と
し
て
A
の
文
章
を
掲
げ
て
、
作
者
の
不
幸
感
を
縷
々
説
か

れ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
前
説
の
裏
付
け
と
し
、
作
者
の
こ
の
夢
を
、
結
局
「
…

更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て

：
・
修
い
夢
の
影
像
を
、
ひ
し
と
抱
き
続
け
よ
う
と
す
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る

 
 
 
 
（
7
）
 
 
 
 
 
（
8
）

よ
う
で
あ
る
。
同
氏
の
別
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
夢
に
関
す
る
見
解
が
同
様
で

あ
る
こ
と
は
当
然
で
、
作
者
の
宗
教
意
識
を
吟
味
し
て
、
 
「
は
か
な
く
も
美
し

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
し
る
し
に
ひ
た
む
き
に
信
頼
し
よ
う
と
す
る
」
と
説
か
れ
る
。

 
秋
山
慶
氏
は
、
家
永
三
郎
氏
a
「
更
級
日
記
を
通
し
て
見
た
る
古
代
末
期
の

 
（
9
）

廻
心
」
に
、
作
者
の
廻
心
を
説
く
豊
前
に
反
論
し
、
「
こ
の
作
品
を
特
定
の
時

「
代
の
社
会
層
に
紅
け
る
あ
る
一
女
性
の
所
産
と
し
て
そ
の
限
り
に
即
し
て
考
察

す
る
必
要
を
感
ず
る
」
と
し
て
、
家
永
氏
が
こ
の
夢
の
あ
と
に
く
る
日
記
最
後

の
記
事
を
「
つ
け
た
り
」
と
す
る
こ
と
を
更
に
駁
し
て
、

 
 
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
は
、
家
永
氏
も
い
は
れ
る
や
う
に
こ
の
日

 
」
記
憶
年
号
を
し
る
し
た
唯
一
の
例
で
あ
り
、
順
序
と
し
て
そ
れ
よ
り
後
の

 
 
夫
俊
通
の
死
残
（
康
平
二
年
）
の
記
事
よ
り
の
ち
に
し
る
さ
れ
て
み
る
程

 
 
作
者
に
と
っ
て
は
去
り
難
く
重
大
な
も
の
に
は
違
ひ
な
か
っ
た
で
あ
ら

 
 
う
。
 
「
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
」
と
し
る
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し

 
 
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
か
ら
彼
女
が
つ
ぴ
に
「
首
尾
よ
く
来
迎
に
乗
じ
て

 
 
安
養
に
帰
し
た
で
あ
ら
う
」
と
想
像
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
む
し
ろ
そ
れ

 
 
は
彼
女
の
紛
る
べ
く
も
な
い
細
意
の
な
か
か
ら
想
ひ
観
ら
れ
る
璽
惑
の
美

 
 
形
、
そ
し
て
つ
ひ
に
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
境
地
は
意
志
的

 
 
に
自
己
の
現
実
的
の
諸
関
係
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
こ
と
自
体
か
ら

 
 
開
通
解
脱
に
到
る
底
の
も
の
で
は
な
く
、
明
瞭
に
陶
酔
的
観
想
的
所
産
に

 
 
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
，

と
言
わ
れ
、
そ
し
て
ま
た
彼
女
の
属
す
る
社
会
層
・
社
会
的
動
向
な
ど
か
ら
、

そ
こ
に
絶
対
否
定
的
な
廻
心
の
機
縁
を
認
め
得
ぬ
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
、
と
さ

 
（
0
一
）

れ
る
。
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杉
谷
寿
郎
氏
は
、
「
天
喜
三
年
の
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢
を
『
後
の
頼
み
』
と

は
す
る
も
の
の
、
現
実
に
お
い
て
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
『
夢
の
世
』
と
な
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）

た
誘
因
を
自
身
の
過
去
の
人
生
の
あ
り
方
に
求
め
、
悔
恨
し
て
い
る
」
と
言
わ

れ
る
。

 
無
論
こ
れ
ら
の
お
説
に
聞
く
べ
き
も
の
は
あ
ろ
う
。
筆
者
も
、
作
者
が
晩
年

に
ひ
た
す
ら
信
仰
の
生
活
に
安
住
し
た
、
と
型
の
如
く
に
い
う
な
ら
ば
同
じ
得

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
如
上
の
御
論
に
も
納
得
し
難
い
ふ
し
が
あ
る
の
で
、

以
下
に
私
な
り
の
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

二

 
ま
ず
、
作
者
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
み
る
と
、
近
藤
氏
も
考
察
さ
れ
た
よ
う

に
、
種
々
の
仏
を
拝
み
、
種
々
の
寺
に
参
籠
し
た
。
ま
た
天
照
御
神
の
こ
と
も

再
三
記
さ
れ
、
稲
荷
の
こ
と
も
見
ら
れ
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
他
の
神
社
に
も
参

詣
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
信
仰
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
ぐ
、
当
時
の

風
習
で
も
あ
り
、
八
百
よ
う
つ
の
神
も
仏
も
混
在
す
る
信
仰
な
き
日
本
人
の
今

も
昔
も
変
ら
ぬ
姿
で
も
あ
る
。
た
だ
作
者
は
結
婚
後
い
さ
さ
か
仏
道
志
向
を
示

し
、
殊
に
大
嘗
会
御
幸
の
日
の
初
瀬
行
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
も
の
で
は
あ
る
が

こ
れ
と
て
も
現
世
利
益
に
過
ぎ
ず
、
深
い
信
仰
な
ど
は
見
る
べ
く
も
な
い
。
し

か
し
作
者
は
、
少
女
の
日
か
ら
、
源
氏
物
語
耽
読
の
さ
中
に
僧
か
ら
警
告
さ
れ

る
夢
を
み
た
り
、
二
十
六
歳
頃
に
も
同
様
な
僧
の
戒
め
を
夢
み
る
な
ど
、
仏
道

に
無
縁
で
あ
り
得
ぬ
性
格
が
存
し
た
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と

が
誰
に
で
も
起
り
得
る
も
の
で
は
な
い
し
、
作
品
と
し
て
の
造
型
が
こ
こ
に
あ

る
と
し
て
も
な
お
同
じ
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
少
女
時
代
よ
り
物
語
や
歌
に
熱

，
畏
し
て
、
仏
道
に
も
意
を
と
ど
め
な
か
っ
た
が
、
あ
あ
し
た
夢
を
み
る
と
こ
ろ

に
宗
教
的
素
地
を
認
め
る
説
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
れ
に
し
て
も

時
折
「
の
物
詣
で
の
記
も
、
そ
の
殆
ど
は
道
の
記
に
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
近

藤
氏
の
論
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の
間
に
お
い
て
も
、
彼
女
の
深
い
眞
剣
な
信
仰

の
経
緯
は
辿
る
べ
く
も
な
い
。
か
く
て
、
結
婚
後
は
、

 
 
今
は
昔
の
よ
し
な
し
心
も
く
や
し
か
り
け
り
と
め
み
思
ひ
知
り
は
て
、
親

 
 
の
も
の
へ
る
て
参
り
な
ど
せ
で
や
み
に
し
も
、
も
ど
か
し
く
思
ひ
出
で
ら

 
 
る
れ
ば
、
今
は
ひ
と
へ
に
豊
か
な
る
勢
ひ
に
な
り
て
、
ふ
た
ば
の
人
を
も

 
 
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ
き
お
ほ
し
た
て
、
わ
が
身
も
み
く
ら
の
山
に
積
み
あ

 
 
ま
る
ば
か
り
に
て
、
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
も
思
は
む
と
思
ひ
は
げ
み

 
 
て
、
霜
月
の
廿
よ
日
石
山
に
ま
み
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
物
語
の
実
現
な
ど
を
夢
み
た
幻
想
は
す
て
た
に
し
て
も
、
今

度
は
家
庭
を
中
心
と
す
る
現
世
的
営
為
に
心
を
注
ぎ
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
次

に
記
さ
れ
る
初
瀬
詣
で
の
強
行
に
も
変
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
あ
と
の
も
現
世

利
益
の
た
め
、
遊
山
が
て
ら
の
物
詣
で
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

 
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
前
掲
の
A
・
B
に
お
け
る
作
者
晩
年
の
心
境
も

そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
ど
ご
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
不
信
仰
の
長
い

停
迷
の
時
期
を
経
て
、
よ
う
や
く
阿
弥
陀
信
仰
に
傾
い
て
行
き
、
天
喜
三
年
の

阿
弥
陀
来
迎
の
夢
と
な
り
、
更
に
夫
死
去
を
契
機
と
し
て
、
作
者
の
陥
ワ
た
喪

失
感
・
無
力
感
が
媒
介
と
な
っ
て
、
か
の
夢
が
信
仰
の
確
信
と
な
っ
た
と
い
う

過
程
は
、
十
分
想
豫
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
A
の
文
章
に
そ
の
絶
望
感
・
喪

失
感
・
無
力
感
が
ど
う
し
て
観
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
藤
氏
は
、
人
間

が
絶
対
者
に
帰
依
随
順
す
る
の
は
、
現
実
生
活
に
お
け
る
破
綻
・
絶
望
、
或
は

そ
の
魂
が
人
間
の
無
力
感
を
し
み
じ
み
意
識
し
た
時
で
あ
る
と
さ
れ
一
そ
れ

は
大
体
に
お
い
て
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
1
作
者
の
場
合
そ
う
い
う
も
の
が
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何
処
に
も
認
め
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
記
全
体
を
通
じ
て
宗
教

意
識
に
は
何
等
の
深
化
も
発
展
も
な
い
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
上
方
は
同

氏
ば
か
り
で
な
く
、
夢
な
る
が
故
に
「
夢
い
」
と
さ
れ
る
の
か
。
残
念
な
が
ら

作
者
は
阿
弥
陀
信
仰
に
い
た
っ
た
経
緯
を
諸
家
の
納
得
さ
れ
る
よ
う
な
文
に
仕

立
て
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
前
述
の
よ
う
な
過
程
は
想
養
し
得
る
の
で
あ
り
、

A
の
文
章
を
た
だ
、
 
一
老
後
家
の
．
感
傷
と
か
不
幸
感
と
か
悔
恨
と
か
に
み
な

し
、
従
っ
て
弥
陀
信
仰
を
も
、
信
仰
で
は
な
い
と
断
じ
去
る
こ
と
が
、
ど
う
し

て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
し
か
も
、
A
の
文
章
に
お
い
て
、
「
…
…
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば
、
い
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
か
る
夢
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら
ま
し
」
、
フ
…
：
い
で
し
ま
ま
に
稲
荷
に
詣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
ら
ず
や
あ
ら
ま
し
」
と
あ
り
、
「
も
や
」
「
や
」
と

あ
る
所
に
、
私
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
諸
家
は
殆
ど
こ
の
「
や
」
に
意
を

と
め
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
始
め
か
ら
こ
の
「
や
」
が
問
題
で

あ
る
。
助
詞
一
つ
で
も
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
こ
の
「
や
」
の
も

つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
受
け
と
り
方
は
、
こ
の
B
め
文
章
の
受
け
と
り
方
に
相
当
な

関
係
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
殆
ど
の
論
者
は
、
こ
こ
を
「
…
…
勤
行
を
し

た
な
ら
ば
、
全
く
こ
ん
な
夢
の
世
を
見
な
い
で
も
す
ん
だ
ろ
う
」
、
「
…
…
稲
荷

に
参
詣
し
て
い
た
な
ら
、
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
よ

う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
困
現
在
の
不
幸
の
原
因
を
、
昼
夜
熱
心
に
勤

行
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
直
ぐ
に
稲
荷
に
参
詣
し
な
か
っ
た
こ
と
、
と
い
う
風

に
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

 
し
か
し
私
は
こ
の
「
や
」
が
や
は
り
疑
問
の
係
助
詞
で
あ
っ
て
、
「
…
…
こ

う
い
う
夢
の
世
を
見
な
い
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
」
、
「
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
の
形
に
放
置
し
て
い
る
と
考
え
、
従
っ
て
、
こ

更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て

こ
で
、
せ
っ
せ
と
勤
行
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
か
、
す
ぐ
に
稲
荷
に
詣
で
れ
ば
．

よ
か
っ
た
と
か
、
の
後
悔
を
述
べ
、
そ
れ
に
固
執
し
て
い
る
の
だ
と
は
思
わ
れ

な
い
。
作
者
に
と
っ
て
重
大
な
の
は
、
こ
の
「
夢
の
世
」
と
観
じ
て
い
る
現
実

現
在
こ
う
あ
る
現
実
な
の
で
あ
る
。
A
の
更
に
前
に
夫
の
死
を
述
べ
て
「
初
瀬

に
鏡
奉
り
し
に
、
ふ
し
ま
ろ
び
泣
き
た
る
影
の
見
え
け
む
は
、
こ
れ
に
こ
そ
は

あ
り
け
れ
。
う
れ
し
げ
な
り
け
む
影
は
来
し
方
も
な
か
り
き
。
今
行
く
末
は
あ

べ
い
や
う
も
な
し
」
と
言
い
、
A
で
ま
た
「
悲
し
げ
な
り
と
優
し
鏡
の
影
の
み

」
的
中
し
た
と
い
う
現
実
認
識
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
現
実
認
識
と
「
か

う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
」
と
い
う
回
顧
に
、
自
己
の
無

力
感
が
し
み
じ
み
表
白
ざ
れ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
か
。
こ
こ
に
な
お
「
功
徳

も
つ
く
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
」
自
己
へ
の
絶
望
感
が
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

う
か
。
こ
こ
に
作
者
の
関
心
は
弥
陀
信
仰
に
こ
そ
向
っ
て
い
よ
う
。

 
筆
者
は
、
む
し
ろ
、
家
永
氏
が
、
作
者
の
生
涯
と
夫
の
死
と
阿
弥
陀
仏
の
夢

を
通
し
て
・
．
作
者
の
彼
岸
信
仰
へ
の
廻
心
を
認
め
ら
れ
た
謙
ギ
妥
当
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
氏
の
論
陣
が
余
り
に
堂
々
と
一
般
論
的
な
た
め
か
、
作

者
の
信
仰
が
揺
ぎ
な
い
立
派
な
悟
道
に
い
た
り
得
た
よ
う
に
解
す
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
当
る
ま
い
。
ま
た
「
首
尾
よ
く
来
迎
に
応
じ
て
安
養
に
帰
し
た
で
あ
ろ

う
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
ま
で
決
着
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
し
、
作
者

は
今
、
阿
弥
陀
の
彼
岸
を
頼
み
信
じ
て
、
此
岸
か
ら
望
み
見
て
い
る
心
境
だ
と

言
い
た
い
。
な
お
、
．
B
の
あ
と
に
置
か
れ
た
歌
ま
じ
り
の
日
記
最
後
の
記
述
を

つ
け
た
り
と
さ
れ
る
点
に
も
同
じ
得
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
。
し
か
し
氏
が
、
、

B
の
夢
を
通
し
て
更
級
日
記
作
者
の
彼
岸
信
仰
を
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
点
は
当
然
で
も
あ
り
へ
肯
繁
に
愛
す
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

（93）



、三

 
さ
て
次
に
、
A
B
の
時
点
に
お
い
て
、
神
仏
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
対
象
が
混
在

し
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
コ
そ
も
そ
も
雑
多
な
信
仰
対
象
が
あ

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
信
仰
で
は
な
い
証
左
で
あ
り
、
作
者
も
眞
の

信
仰
に
到
達
し
な
い
時
代
に
種
々
の
仏
神
に
詣
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
作
者
の
第

一
回
初
瀬
詣
の
時
に
は
永
承
元
年
十
月
二
十
五
日
大
嘗
会
の
御
襖
の
日
に
出
発

し
た
の
だ
か
ら
時
期
は
明
か
'
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
で
、

 
 
二
三
年
、
四
五
年
へ
だ
て
た
る
こ
と
を
、
，
次
第
も
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、

 
 
や
が
て
つ
づ
き
た
ち
た
る
修
行
者
め
き
た
れ
ど
、
さ
に
ば
あ
ら
ず
、
年
月

 
 
へ
だ
た
れ
る
事
也

と
、
こ
と
わ
っ
て
、
鞍
馬
（
春
ご
ろ
、
つ
い
で
十
月
）
・
石
山
・
初
瀬
と
物
詣

で
の
記
事
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
鞍
馬
参
籠
の
前
に
、
第
一
回
石
山

詣
で
、
第
一
回
初
瀬
詣
で
と
続
い
た
あ
と
、
ま
た
鞍
馬
詣
で
…
…
と
物
詣
で
の

記
事
を
続
け
る
こ
と
の
、
読
者
を
意
識
し
た
弁
解
で
あ
り
、
寺
廻
り
の
修
行
者

め
い
て
見
え
よ
う
と
の
懸
念
か
ら
、
や
は
り
気
ま
ま
な
時
折
遊
山
半
分
の
参
詣

で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
二
一
二
年
」
四
五
年
と
い

う
の
も
無
論
正
確
で
は
な
く
、
事
実
、
第
一
回
初
瀬
詣
で
で
は
「
そ
の
か
へ
る

年
の
」
と
あ
る
か
ら
、
第
一
回
石
山
詣
で
の
翌
年
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
修
業
者
の
そ
れ
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

 
さ
て
第
二
回
初
瀬
詣
で
の
記
事
の
あ
と
は
、
他
の
記
事
を
少
し
は
さ
ん
で
、

「
世
の
中
む
つ
か
し
う
お
ぼ
ゆ
る
こ
ろ
、
太
秦
に
こ
も
り
た
る
に
」
と
あ
っ
て

う
き
晴
ら
し
の
太
秦
参
籠
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
物
詣
で
の
記
事
は
な
く

他
の
記
事
が
続
い
て
夫
死
後
の
述
懐
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
回
初
瀬
詣
で
か

ら
夫
の
死
ま
で
は
十
二
年
、
天
喜
三
年
の
阿
弥
陀
仏
の
夢
ま
で
は
九
年
を
経
過

し
て
い
る
。
そ
の
問
四
つ
の
物
詣
で
が
、
ど
の
年
次
に
は
ま
る
べ
き
か
は
全
く

わ
か
ら
な
い
。
が
、
そ
の
後
、
「
…
…
身
の
細
い
と
重
く
な
り
て
、
心
に
ま
か

せ
て
物
詣
で
な
ど
せ
し
こ
と
も
え
せ
ず
な
り
た
れ
ば
、
わ
く
ら
ば
の
た
ち
出
で

も
絶
え
て
」
と
あ
っ
て
、
物
詣
で
も
で
き
な
く
な
っ
た
時
期
が
あ
る
筈
だ
が
、

そ
の
年
次
も
知
る
す
べ
が
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
の
は
、
天
喜
五
年
夫
俊

通
の
信
濃
守
任
官
よ
り
若
干
年
前
に
、
作
者
の
物
詣
で
は
停
止
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
作
者
晩
年
の
A
・
B
の
心
境
の

中
に
雑
多
な
仏
神
が
混
在
し
た
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
に
、
阿
弥
陀
信
仰
に
傾
い
て
か
ら
も
、
当
時
の
習
俗
や
遊
山
が
て
ら
に
他
の

寺
社
に
詣
で
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
信
仰
の
混
在
と
い
う
に
は
当
る
ま
い
。

だ
が
、
物
詣
で
の
停
止
は
作
者
四
十
代
の
後
半
で
あ
り
、
お
そ
ち
く
そ
の
前
後

か
ら
次
第
に
阿
弥
陀
信
仰
に
傾
き
、
天
喜
三
年
の
夢
と
な
ゆ
、
更
に
夫
の
死
を

契
機
と
し
て
、
こ
れ
を
「
の
ち
の
頼
み
」
と
す
る
確
信
に
い
た
っ
た
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
作
者
が
そ
の
信
仰
の
履
歴
書
を
詳
し
く
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
が

A
の
文
か
ら
続
い
て
阿
弥
陀
来
迎
の
夢
を
も
っ
て
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
作
者
の
信
仰
を
否
定
す
る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
私
に
は
む
し
ろ
、
前
述
の
通
り
、
A
か
ら
B
に
続
い
て
行
く
文
に
、
阿
弥

陀
信
仰
へ
の
来
歴
が
よ
み
と
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
こ
に
最
近
、
参
考
と
す
べ
き
記
事
を
偶
然
見
つ
け
た
。
・
「
三
善
為
康
の
浄

土
信
仰
」
と
題
し
た
記
事
（
昭
和
五
二
年
前
月
九
日
朝
日
新
聞
夕
刊
「
研
究
ノ

ー
ト
」
速
水
忙
々
）
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
為
康
の
信
仰
は
「
四
十

九
歳
の
と
き
夢
に
阿
弥
陀
来
迎
を
つ
げ
ら
れ
て
決
定
的
に
な
っ
た
と
い
う
」
と

（ 9zi ）



剛

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
更
級
作
者
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
の
か
。

三
善
為
康
な
ら
ば
そ
う
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
作
者
で
は
…
…
と
．
い
う
な
ら
、
全

く
と
ら
わ
れ
た
根
嫁
の
な
い
考
え
方
で
あ
り
、
信
仰
と
は
偉
い
人
の
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
偉
く
な
い
か
ら
、
自
分
に
絶
望
し
て
い
る
か
ら
、
絶
対
他
者
に

い
く
の
で
あ
る
。
三
善
為
康
に
は
不
遇
の
官
人
と
し
て
の
苦
い
現
実
が
あ
っ
た

と
い
う
。
多
寄
と
孝
標
女
と
は
全
く
違
う
環
境
の
中
に
あ
る
が
、
孝
標
女
の
過

去
は
ど
う
あ
れ
、
夫
の
死
に
直
面
し
て
「
夢
の
世
」
と
現
実
を
観
じ
、
伺
一
つ

思
う
に
か
な
わ
な
か
っ
た
悲
し
い
自
己
に
絶
望
し
て
い
る
点
で
は
為
康
と
共
通

す
る
点
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
孝
留
女
の
場
合
は
絶
望
で
は
な
い
と
い
う
な

ら
、
そ
れ
は
水
か
け
論
に
終
る
外
な
い
が
。
絶
対
他
力
の
信
仰
は
、
後
の
親
鷺

に
お
い
て
最
も
徹
底
し
て
深
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

孝
乙
女
の
時
代
は
、
源
信
の
往
生
要
集
が
出
て
か
ら
数
十
年
を
経
て
お
り
、
弥

陀
彼
岸
へ
の
信
仰
は
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
、
三
善
為
康
よ
り
四
十
年
ば

か
り
先
ん
じ
た
近
い
時
代
に
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

 
そ
し
て
、
三
善
為
康
の
夢
の
内
容
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
は
、
目
下
私

の
知
り
得
る
所
で
は
な
い
が
、
更
級
日
記
作
者
の
夢
は
、
決
し
て
弥
陀
来
迎
の
噛

定
型
的
図
式
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
作
者
独
自
の
生
々
し
さ
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
夢
の
中
で
、

 
 
…
…
こ
と
人
の
目
に
は
見
つ
け
奉
ら
ず
、
我
一
入
見
奉
る
に
Y
さ
す
が
に

 
 
け
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
…
…
（
中
略
）
・
し
…
・
わ
が
耳
一
つ
に
聞
え
て
、
'
人
は

 
 
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
…
…

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
近
藤
氏
は
、
「
何
と
い
う
い
じ
ら
し
い
隅
い
わ
け

な
い
信
頼
で
あ
ろ
う
か
。
五
十
年
の
生
涯
の
最
後
に
到
達
し
た
信
仰
が
之
な
の

 
 
 
 
ヤ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

で
あ
る
。
一
人
見
奉
る
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
、
こ
の
一
点
に
作
者
は
こ
の
夢

更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
眞
実
を
ひ
し
と
抱
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
は
か
な
く
も
美
し
い
し
る
し
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

ひ
た
む
き
に
信
頼
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
し
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
私
は
こ

れ
を
「
い
わ
け
な
い
」
と
も
「
こ
の
一
点
に
…
…
ひ
し
と
…
…
」
と
も
「
は
か

な
く
も
美
し
い
し
る
し
」
と
竜
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
作
者
が

一
対
一
で
仏
に
対
面
し
た
独
自
な
信
仰
の
消
息
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
学
問
的
争
点
と
は
な
り
得
ず
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ

の
内
面
的
経
験
の
相
違
に
よ
る
受
け
と
り
方
の
相
違
と
い
う
ほ
か
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
時
代
の
影
響
や
作
者
の
性
格
か
ら
、
こ
の
夢
の
示
す
作
者
の
信
仰
も
、
観
想

的
か
つ
幼
想
的
な
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
や
歌
に
執
心
．

レ
て
い
る
間
も
、
何
か
し
ら
宗
教
的
な
警
告
に
接
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
意
に
と

め
よ
う
と
も
せ
ず
、
す
き
好
む
所
に
従
っ
て
い
た
と
い
う
独
特
な
経
歴
を
持
つ

作
者
は
、
勤
行
や
功
徳
を
つ
く
る
と
い
う
信
仰
で
は
つ
い
に
成
就
し
な
か
っ
た

が
、
彼
岸
信
仰
に
独
自
な
到
達
点
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
作
品
を
通

し
て
私
な
り
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
積
り
で
あ
る
。

r
 
 
 
 
 
 
 
四

 
 
さ
て
上
掲
B
の
部
分
の
あ
と
に
、

 
 
C
甥
ど
も
な
ど
ひ
と
所
に
て
朝
夕
見
る
に
、
■
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
の

 
 
 
の
ち
は
、
所
々
に
な
か
な
ど
し
て
、
誰
も
見
ゆ
る
こ
と
か
た
う
あ
る
に
、

 
 
 
い
と
暗
い
夜
、
六
郎
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に
、
め
づ
ら
し
う
お
ぼ
．
乳
て

 
 
 
 
月
も
い
で
で
や
み
に
く
れ
た
る
を
ば
す
て
に
何
と
て
こ
よ
ひ
訪
ね
き
つ

 
 
 
 
ら
む
（
八
四
）

 
と
続
い
て
、
更
に
四
首
の
歌
（
作
者
父
母
・
他
人
詠
一
）
を
主
と
し
た
夫
な
き

（95）

∠



晩
年
の
孤
独
の
日
常
の
断
片
を
も
っ
て
、
日
記
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

 
日
記
最
後
の
こ
の
部
分
は
、
引
用
を
略
し
た
部
分
も
含
め
て
、
老
境
の
孤
愁

を
あ
り
の
ま
ま
に
見
せ
て
、
家
集
の
断
片
の
よ
う
な
歌
文
で
あ
り
、
量
に
し
て

B
の
部
分
よ
り
ほ
ん
の
少
し
長
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
家
永
氏

は
「
そ
れ
は
ほ
ん
の
っ
け
た
り
に
過
ぎ
ず
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
秋
山

氏
は
、
こ
の
「
つ
け
た
り
」
こ
そ
見
落
せ
な
い
と
し
て
「
夫
な
き
の
ち
の
老
後

家
の
よ
か
ど
こ
ろ
な
い
寂
蓼
と
愁
傷
と
危
惧
と
惑
乱
と
が
切
々
と
吐
露
さ
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
結
局
そ
の
故
に
、
B
の
部
分
を
「
：
ほ
．
沈
論
の

な
か
か
ら
想
ひ
観
ら
れ
る
盤
惑
の
美
形
」
、
ま
た
「
陶
酔
的
観
想
的
所
産
」
と

断
じ
ら
れ
た
。

 
わ
た
く
し
は
C
の
部
分
に
秋
山
氏
の
言
わ
れ
る
寂
蓼
と
か
愁
傷
と
か
沈
銀
と

い
う
よ
う
な
要
素
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
か
る
が
故
に
B
の
部
分
を
盤
惑

の
美
形
と
か
陶
酔
的
観
想
的
所
産
と
か
結
論
す
る
わ
け
に
行
か
ず
、
む
し
ろ
逆

に
、
だ
か
ら
こ
そ
作
者
は
彼
岸
信
仰
に
い
た
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
先
に
も
ふ

れ
た
よ
う
に
、
彼
岸
信
仰
と
は
、
「
安
養
に
帰
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

は
な
く
、
此
岸
に
望
み
を
失
っ
た
者
が
彼
岸
に
頼
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
頼
み

と
は
、
現
世
的
利
益
を
頼
む
こ
と
で
は
な
い
。
作
者
が
B
の
部
分
で
「
の
ち
の

世
も
思
ふ
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と
一

つ
ぞ
あ
り
け
る
」
と
言
う
の
は
、
現
世
の
幸
福
の
原
理
、
現
世
の
経
験
で
行
け

ば
「
う
し
ろ
め
た
き
」
に
も
拘
ら
ず
頼
む
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
後
世
に
は

現
世
的
期
待
言
為
の
も
の
を
望
む
か
ら
こ
そ
、
頼
む
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

 
そ
し
て
A
の
部
分
の
述
懐
は
、
過
去
の
陶
酔
的
姿
勢
を
そ
の
ま
ま
持
し
て
い

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
物
語
や
歌
へ
の
心
酔
を
こ
こ
で
は
っ
き
り
「
よ
し

な
き
」
こ
と
と
観
て
お
り
、
そ
の
視
点
で
過
去
を
回
想
し
、
跡
づ
け
て
い
る
こ

と
は
、
源
氏
物
語
五
十
余
巻
を
得
て
耽
読
し
夕
顔
・
浮
舟
を
夢
み
た
こ
と
を
語

っ
た
く
だ
り
で
「
ま
つ
い
と
は
か
な
く
あ
さ
ま
し
」
と
述
懐
し
た
の
を
始
め
と

し
て
、
二
十
代
前
半
あ
た
り
の
そ
う
し
た
夢
見
心
地
を
回
顧
し
浮
舟
憧
憬
を
語

ゆ
 み

所
で
も
「
か
や
ヶ
に
そ
こ
は
か
と
な
き
こ
と
を
思
ひ
続
く
る
を
役
に
て
」
と

言
い
、
父
不
在
中
の
献
奏
参
籠
・
清
水
参
籠
に
も
、
同
様
に
「
よ
し
な
し
ご
と

」
と
見
え
、
結
婚
後
の
述
懐
で
も
物
語
思
慕
を
「
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
。
い
か

に
よ
し
な
か
り
け
る
心
な
り
と
思
ひ
し
み
は
て
て
」
と
述
べ
て
い
．
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
明
ら
か
で
、
物
語
思
慕
の
陶
酔
的
心
境
を
、
よ
し
な
し
ご
と
と
す
る

視
点
で
、
一
貫
し
て
跡
づ
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

ゅて
こ
の
種
の
叙
述
の
最
初
で
あ
る
源
氏
五
十
余
巻
の
く
だ
り
で
「
ま
つ
」
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
'
わ
た
く
し
は
こ
の
．
「
ま

つ
」
の
語
を
も
見
逃
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

 
か
く
て
、
物
語
や
歌
の
こ
と
を
「
よ
し
な
し
」
ご
と
と
観
じ
て
い
る
の
は
こ

の
晩
年
の
執
筆
時
の
作
者
の
心
境
で
、
作
品
は
そ
の
視
点
で
統
一
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
物
語
憧
憬
、
浮
舟
憧
憬
の
さ
な
か
に
、
そ
れ
を
、
よ
し

な
き
こ
と
、
あ
さ
ま
し
き
、
ゆ
く
へ
な
き
こ
と
と
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
を
「
あ
ら
ま
し
ご
と
に
も
思
ひ
け
り
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
さ
れ
ば

A
の
心
境
・
時
点
に
あ
る
作
者
が
、
源
氏
五
十
余
巻
耽
読
・
浮
舟
憧
憬
の
過
去

と
同
じ
姿
勢
を
も
っ
て
阿
弥
陀
来
迎
の
夢
に
向
っ
て
い
る
と
は
み
ら
れ
ず
、
物

語
情
思
の
過
去
と
同
じ
「
濁
流
の
美
形
」
と
は
到
底
断
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
作
者
の
阿
弥
陀
信
仰
に
は
や
は
り
幼
想
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
作
者
は
従
前
の
物
語
憧
憬
時
代
、
物
詣
で
時
代
か
ら
一
線
を
画

し
て
い
て
、
そ
れ
が
今
ま
で
の
物
語
憧
憬
や
物
詣
で
や
現
世
的
営
為
と
違
っ

て
、
，
始
め
て
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
を
観
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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作
者
の
要
語
憧
憬
や
中
途
半
端
な
物
詣
で
や
家
庭
的
営
為
が
、
何
れ
も
「
よ

し
な
き
」
、
「
は
か
な
き
」
、
「
ゆ
く
へ
な
き
」
夢
に
終
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ

の
み
を
眞
実
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
「
頼
む
こ
と
一
つ
」
、
「
こ
れ
の

み
ぞ
後
の
頼
み
」
と
言
わ
し
め
た
も
の
で
は
な
い
か
。
新
約
聖
書
ヘ
ブ
ラ
イ
人

へ
の
手
紙
十
一
章
一
節
に
「
信
仰
と
は
望
ん
で
い
る
事
が
ら
を
確
信
し
、
ま
だ

見
て
い
な
い
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
」
 
（
日
本
聖
書
協
会
訳
）
と
あ
る

の
だ
が
、
信
仰
が
肉
体
の
月
に
見
て
い
な
い
こ
と
を
事
実
と
し
て
確
信
す
る
点

で
は
、
仏
教
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
，

 
C
以
下
の
歌
日
記
的
断
片
は
、
右
の
よ
う
な
「
頼
む
こ
と
一
つ
」
を
持
し
た

凡
婦
の
晩
年
の
生
き
ざ
ま
の
断
面
と
し
て
、
そ
の
信
仰
に
少
し
も
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
な
人
生
の
夕
暮
の
姿
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
切
々

た
る
愁
傷
や
惑
乱
や
の
吐
露
と
は
観
じ
ら
れ
な
い
。
曽
沢
太
吉
氏
の
「
更
級
日

記
新
釈
」
の
評
で
は
、
秋
山
氏
と
対
照
的
な
も
の
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
す
〆

な
わ
・
ち
、

 
 
（
1
6
）

 
 
夫
と
死
別
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
今
迄
一
緒
だ
っ
た
甥
等
と
も
別
れ
て
孤

 
 
独
な
生
活
の
日
が
来
た
。
心
も
身
も
。
今
迄
歩
ん
で
来
た
作
者
の
人
生
に

 
 
と
っ
て
如
何
に
も
ふ
さ
わ
し
い
晩
年
で
あ
る
。
捨
て
ら
れ
た
四
捨
山
の
老

 
 
女
は
何
と
い
ふ
淡
々
た
る
落
着
き
と
平
静
の
命
に
生
き
得
た
事
で
あ
ら

 
，
う
。
芝
蘭
の
室
に
入
っ
た
如
く
読
む
人
の
心
に
も
静
か
な
落
着
き
を
与
へ
・

 
 
ず
に
置
か
な
い
。

ま
た
、

 
 
（
1
7
y

 
 
平
静
な
結
末
で
あ
る
。
も
っ
と
あ
っ
た
と
考
へ
る
よ
り
さ
う
考
へ
な
い
方

 
 
が
よ
り
正
し
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
以
上
記
し
て
た
と
し
て
も
こ
の
結
末
以

 
 
上
の
事
は
書
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

更
級
日
記
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
夢
を
め
ぐ
っ
て

 
 
作
者
の
精
神
生
活
は
落
着
き
の
あ
る
安
心
立
命
の
境
地
で
あ
っ
た
か
ら
で

 
 
あ
る
。
生
と
死
を
超
え
た
寂
光
の
世
界
に
静
か
な
呼
吸
を
あ
は
せ
て
ゐ

 
 
る
。
疑
は
ず
に
凡
て
を
委
せ
切
っ
た
生
活
、
人
恋
し
の
歌
も
素
直
に
受
け

 
 
と
れ
る
。
更
級
日
記
は
こ
の
な
か
に
生
ひ
立
っ
た
の
で
あ
る
。

と
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に
「
…
…
孤
独
な
生
活
の
日
が
来
た
」
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。
歌
に
す
れ
ば
、
あ
あ
な
る
だ
け
で
、
C
以
下
の
部
分
は
、
決
し
て
そ
れ

程
の
そ
め
そ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
曽
沢
氏
の
全
文
に
同
感
と
ま
で
は
い
え
な

い
に
し
て
も
、
同
氏
が
「
何
と
い
ふ
淡
々
た
る
落
着
き
と
平
静
の
命
」
と
か

「
平
静
な
結
末
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
、
な
る
ほ
ど
と
肯
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。

 
 
（
1
8
）

「
（
八
四
）
の
歌
も
、
案
外
淡
々
た
る
心
境
で
あ
る
か
ら
こ
そ
言
え
た
こ
と
を
認

め
得
る
の
で
は
な
い
か
。
夫
豊
後
散
り
散
り
に
な
っ
て
、
さ
び
し
く
残
っ
た
作

者
の
も
と
に
暗
い
晩
、
甥
が
訪
ね
て
き
た
の
は
、
当
然
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
ζ
ん
な
に
暗
い
晩
な
の
に
老
婆
の
所
へ
、
よ
く
ま
あ
き
て
く
れ
た
、
と

言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
た
り
ま
え
で
は
な
い
か
。
人
は
と
か
く
、
老
残
と
い
う

も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
先
行
さ
せ
て
、
こ
の
箇
所
を
観
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

下
略
し
た
部
分
の
歌
に
、
「
泣
く
泣
く
」
と
か
「
涙
」
と
か
「
音
を
の
み
ぞ
泣

く
」
な
ど
と
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
歌
の
普
通
の
表
現

や
技
巧
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
認
識
も
根
底
に
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
右
に
C
以
下
の
全
文
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
、
詳
し
く
説
明
で
き
な
い
が

た
し
か
に
「
淡
々
」
と
言
っ
て
も
い
い
」
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
叙
述
で
あ
り
歌

詠
を
楽
し
ん
で
い
る
趣
き
に
も
見
え
る
部
分
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
部
分

が
少
し
も
作
者
の
彼
岸
信
仰
を
否
定
す
る
資
に
は
な
り
得
ず
、
そ
れ
が
現
世
に

残
っ
た
作
者
の
生
の
場
で
あ
り
、
そ
う
い
う
場
所
か
ら
、
作
者
は
彼
岸
を
待
ち

望
む
姿
勢
に
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（97）



注
（
1
）
近
藤
＝
「
更
級
日
記
構
想
論
」
 
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
二
六
・

 
五
）
そ
の
他
。

 
（
2
）
拙
稿
「
更
級
日
記
に
お
け
る
和
歌
へ
の
執
着
」
 
（
川
瀬
一
馬
博
士
古

 
稀
記
念
論
文
集
に
掲
載
の
予
定
）

 
（
3
）
拙
稿
「
更
級
日
記
私
見
」
 
（
日
本
文
学
教
室
、
一
九
五
一
・
二
）

 
（
4
）
論
文
（
1
）

 
（
5
）
拙
稿
（
3
）

 
（
6
）
拙
稿
（
3
）
で
も
諸
説
を
参
照
し
た
の
で
、
今
回
は
「
再
び
」
と
な

 
る
。

 
（
7
）
論
文
（
1
）

 
（
8
）
近
藤
一
一
「
更
級
日
記
の
再
吟
味
一
そ
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
」
 
（

 
日
本
文
学
研
究
、
昭
和
二
四
・
八
）

 
（
9
）
家
永
三
郎
著
「
上
代
仏
教
思
想
史
研
究
」
 
（
昭
和
一
六
年
刊
、
二
五

 
年
改
訂
版
所
収
）

 
（
1
0
）
秋
山
慶
「
更
級
日
記
に
つ
い
て
の
小
見
」
 
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
‘

 
二
四
・
一
〇
）

 
 
（
1
1
）
杉
谷
寿
郎
「
更
級
日
記
の
構
造
」
 
（
語
文
、
，
昭
和
四
七
・
三
Y

 
 
（
1
2
）
こ
の
「
や
」
に
つ
い
て
は
、
念
の
た
め
、
古
代
文
法
等
に
詳
し
い
国

 
語
学
者
の
ご
意
見
も
伺
っ
た
が
、
疑
問
0
係
助
詞
と
し
て
差
支
え
な
い
ま
う

 
で
あ
る
。

 
 
（
1
3
）
拙
著
「
更
級
日
記
」
 
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
・
㈲
一
四
四
頁
以
下
く
参

 
考
V
参
照
。

 
 
（
1
4
）
「
更
級
日
記
を
通
し
て
見
た
る
古
代
末
朝
の
廻
心
」
（
著
書
9
所
収
）

 
 
（
1
5
）
論
文
（
8
）

，
（
1
6
）
曽
沢
太
吉
「
更
級
日
記
新
釈
」
二
九
三
頁
。
（
昭
和
二
四
刊
Y

 
（
1
7
）
同
二
九
六
頁
。
'

．
（
1
8
）
「
月
も
い
で
で
」
の
歌
の
通
し
番
号
。

付
記
 
引
用
し
た
諸
家
の
お
説
に
は
、
か
な
り
の
年
月
を
経
た
も
の
も
あ
る
の

 
で
、
若
し
そ
の
後
の
こ
変
更
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で

、
あ
る
。
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