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仏
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高

橋

貢

 
 
 
 
 
 
 
一
、

 
 
 
静
観
僧
正
が
大
岩
を
祈
り
砕
い
た
話

 
大
比
叡
の
西
北
に
大
岩
が
あ
っ
て
龍
が
口
を
あ
け
た
様
子
に
似
て
い
た
。

そ
の
た
め
か
西
塔
に
住
む
僧
は
大
勢
死
ん
だ
。
人
々
は
「
毒
龍
の
岩
」
と
名

づ
け
た
。
静
観
僧
正
は
岩
に
向
か
っ
て
七
日
七
夜
加
持
す
る
と
、
心
七
日
目
の
'

夜
中
に
空
が
曇
り
、
大
地
が
震
動
し
、
大
姫
叡
の
峰
に
黒
雲
が
か
か
っ
て
見

え
な
く
な
っ
た
。
夜
明
け
に
み
る
と
、
岩
は
こ
な
ご
な
に
飛
び
散
っ
て
い

た
げ
そ
の
後
人
々
に
は
何
の
崇
り
も
な
か
っ
た
。

 
（
今
は
昔
、
静
観
僧
正
は
、
西
塔
の
千
手
院
と
い
ふ
所
に
住
み
給
へ
り
。

そ
の
所
は
、
南
に
向
ひ
て
、
大
嶽
を
ま
も
る
所
に
て
有
り
げ
り
。
大
嶽
の
戌

亥
の
方
の
ぞ
ひ
に
、
お
ほ
き
な
る
巌
あ
り
。
そ
の
岩
の
有
り
さ
ま
、
龍
の

く
ち
を
あ
き
た
る
に
似
た
り
け
り
。
そ
の
岩
の
す
ぢ
に
む
か
ひ
て
住
み
け
る

僧
共
、
命
も
ろ
く
し
て
多
く
死
に
け
り
。
し
ば
ら
く
は
、
い
か
に
し
て
死
ぬ

る
や
ら
ん
と
、
心
も
え
ぎ
り
け
る
程
に
、
「
此
の
い
は
の
あ
る
故
ぞ
」
と
い
ひ

た
ち
に
け
り
。
此
の
い
は
を
、
王
春
の
巌
と
そ
名
づ
け
た
り
け
る
。
こ
れ
に

よ
り
て
、
西
塔
の
あ
り
さ
ま
、
た
だ
あ
れ
に
の
み
あ
れ
ま
さ
り
け
り
。
此
の

千
手
院
に
も
、
人
多
く
死
に
け
れ
ば
、
住
み
わ
づ
ら
ひ
け
り
。
こ
の
い
は
ほ

を
見
る
に
、
誠
に
龍
の
大
口
を
明
き
た
る
に
似
た
り
。
人
の
い
ふ
事
は
げ
に

も
さ
あ
り
け
り
と
、
僧
正
思
ひ
給
ひ
て
、
こ
の
岩
の
か
た
に
向
ひ
て
、
七

日
七
夜
加
持
し
給
ひ
け
れ
ば
、
七
日
と
云
ふ
夜
半
ば
か
り
に
、
空
く
も
り
、

震
動
す
る
事
お
び
た
だ
し
。
大
嶽
に
黒
雲
懸
り
て
見
え
ず
。
し
ば
ら
く
あ
り

て
、
空
晴
れ
ぬ
。
夜
明
け
、
大
嶽
を
見
れ
ば
、
毒
龍
巌
く
だ
け
て
散
り
う
せ
・

に
け
り
。
そ
れ
よ
り
後
、
西
塔
に
人
住
み
け
れ
ど
も
、
た
た
り
な
か
り
け

り
。 

西
塔
の
僧
ど
も
は
、
件
の
座
主
を
ぞ
、
い
ま
に
い
た
る
迄
、
貴
み
お
が
み

け
る
と
そ
語
り
つ
た
へ
た
る
。
不
思
議
の
事
也
。
）

 
右
は
「
宇
拾
治
遺
物
語
」
 
（
以
下
「
宇
治
」
と
略
称
）
第
二
十
一
（
流
布
本

巻
二
第
三
）
「
同
じ
き
（
静
観
）
僧
生
大
嶽
の
岩
祈
り
失
ふ
事
」
の
話
の
要
旨

と
本
文
で
あ
る
。

 
こ
の
話
は
元
来
「
日
本
往
生
極
楽
記
」
・
（
以
下
「
極
楽
記
」
）
第
六
に
あ
っ

て
、
静
観
の
法
力
を
た
た
え
る
話
と
し
て
と
り
上
げ
る
。
「
宇
治
」
で
も
題
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
撰
者
は
岩
を
祈
り
砕
い
た
静
観
の
法
力
を
主
題
と
し
て

こ
の
話
を
と
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
宇
治
し
の
こ
の
話
を
み
る
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と
静
観
の
法
力
と
関
係
な
い
岩
の
怪
奇
性
や
人
々
が
た
た
り
で
死
ぬ
有
様
を
こ

ま
ご
ま
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
話
で
静
観
が
実

際
に
登
場
し
て
活
躍
す
る
場
面
は
最
初
の
一
行
の
「
静
観
僧
正
は
、
西
塔
の
千

手
院
と
い
ふ
所
に
住
み
給
へ
り
。
」
と
、
最
後
の
「
僧
正
思
ひ
給
ひ
て
、
こ
の

．
岩
の
か
た
に
向
ひ
て
、
七
日
七
夜
加
持
し
給
ひ
サ
れ
ば
、
」
だ
け
で
、
他
は
む

し
ろ
岩
の
た
た
り
と
怪
奇
性
を
書
く
こ
と
に
主
が
あ
る
。
話
の
語
り
手
や
撰
者

も
こ
の
点
に
興
味
が
あ
っ
・
た
よ
う
に
思
う
。

 
こ
の
話
は
元
来
「
極
楽
記
」
に
あ
る
．
こ
の
話
は
静
観
が
生
衷
れ
て
か
ら
往

生
す
る
ま
で
の
行
業
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
延
暦
寺
座
主
増
命
は
、
 
左
大
史
桑
内
安
峯
が
子
な
与
。
 
父
母
児
な
し
。
・

 
祈
り
て
和
尚
を
生
め
り
。
和
尚
天
性
慈
仁
に
て
、
少
く
し
て
児
の
戯
な
か
り

 
き
。
夢
に
梵
僧
あ
り
て
、
来
り
て
摩
頂
し
て
曰
く
汝
菩
提
心
を
退
く
こ
と
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
レ
ば

 
か
れ
と
い
へ
り
。
か
く
の
ご
と
き
こ
と
数
な
り
。
受
戒
の
後
に
い
ま
だ

 
む
か
し
 
 
 
 
 
 
 
ね
ぶ

 
曽
よ
り
臥
し
寝
ら
ざ
り
き
。
智
証
大
師
に
就
き
て
三
部
の
大
法
を
受
け
た

 
り
。
和
尚
尊
卑
を
分
た
ず
、
客
来
る
こ
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
迎
へ
送
り
ぬ
。

 
 
（
-
～
3
）
 
 
 
 
 
 
，
・
 
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
は
く

 
 
磁
界
の
嶺
の
上
に
透
め
る
笠
子
の
ご
と
く
し
て
、
西
塔
に
相
向
ふ
。
智

 
徳
の
僧
多
く
も
て
天
亡
せ
り
。
古
老
の
曰
く
、
巌
の
妖
な
り
と
い
へ
り
。
和

 
尚
こ
れ
を
聞
き
て
、
巌
を
望
み
て
歎
息
し
、
三
日
祈
念
せ
り
。
一
朝
に
雷
電

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ぶ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
は
ら

 
し
て
学
窓
《
破
れ
砕
け
ぬ
。
そ
の
唄
れ
た
る
片
石
は
今
に
路
の
傍
に
あ

 
り
。
 
（
4
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ
し
ん
か
い

 
 
太
上
法
皇
、
師
と
な
し
て
廻
心
戒
を
受
け
た
ま
へ
り
。
戒
壇
の
上
に
紫

 
金
の
光
を
現
ず
。
見
惹
者
随
喜
せ
り
。
も
し
宿
病
あ
る
者
は
、
和
尚
の
鉢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
ゆ

 
の
飯
を
食
す
る
に
、
そ
の
苦
患
す
る
と
こ
ろ
痙
薫
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
か
り

 
 
 
-
 
 
 
す
こ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
き
う

・
き
。
和
尚
俄
に
築
き
病
あ
り
て
」
 
一
室
を
洒
掃
し
て
困
 
門
弟
子
に
告
げ

・
て
曰
く
、
入
と
生
れ
て
限
あ
り
。
本
尊
我
を
導
き
た
ま
ふ
。
汝
等
近
く
居
る
、

 
べ
か
ら
ず
と
い
へ
り
。
今
夜
金
光
忽
ち
に
照
し
、
紫
雲
自
ち
に
聾
け
り
。
音

 
楽
空
に
遍
く
、
香
気
室
に
満
て
り
。
和
尚
西
方
を
礼
拝
し
て
、
阿
弥
陀
仏
を

 
 
 
 
 
 
 
 
お
し
ま
づ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き

 
念
ず
。
香
を
焼
き
て
 
几
 
に
割
り
て
、
眠
れ
る
ご
と
く
し
て
氣
止
み
ぬ
。
、

・
敏
葬
の
間
に
煙
の
中
に
芳
気
あ
り
。
天
子
使
を
遣
し
て
労
帯
し
た
ま
ふ
。
謹

 
を
静
観
と
賜
へ
り
。
 
（
5
～
7
）

 
こ
の
話
の
要
点
を
箇
条
書
き
（
右
の
本
文
中
の
（
 
）
1
～
7
）
に
す
る
と

左
の
よ
う
に
な
る
。

 
r
、
静
観
の
出
自
。
 
2
、
幼
児
の
時
の
逸
話
。
 
3
、
智
証
大
師
に
師
事
。

4
、
、
簸
を
祈
り
砕
く
。
5
、
太
上
法
皇
、
師
と
す
る
。
6
、
奇
瑞
。
7
、
往
生
。

 
七
項
目
の
う
ち
「
宇
治
」
第
二
十
一
と
特
に
関
連
が
あ
る
の
は
4
で
あ
る
。

「
極
楽
記
」
は
一
か
ら
7
に
か
け
て
全
般
的
に
静
観
の
奇
瑞
、
験
力
、
往
生
を

書
き
留
め
る
こ
と
に
主
眼
点
が
あ
る
。
4
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
静
観
の

戒
力
以
外
の
巌
の
怪
奇
性
や
た
た
り
、
を
記
述
し
て
い
る
部
分
は
「
宇
治
」
と
比

べ
る
と
極
め
て
簡
単
で
、
 
「
叡
岳
の
嶺
の
上
に
透
め
る
三
三
の
ご
と
く
し
て
、

西
塔
に
相
向
ふ
。
智
徳
の
僧
多
く
も
て
天
資
せ
り
。
古
老
の
曰
く
、
巌
の
妖
な

り
と
い
へ
り
。
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
宇
治
」
の
場
合
は
、
岩
の
怪
奇
の
様

相
、
周
囲
の
人
々
の
評
判
と
動
揺
、
を
簡
潔
で
は
あ
る
が
記
し
て
い
る
。
特

に
岩
の
た
た
り
と
い
う
評
判
が
立
っ
て
動
揺
し
、
西
塔
が
荒
廃
し
て
行
く
箇
所

「
此
の
い
は
を
、
毒
龍
の
巌
と
そ
名
づ
け
た
り
け
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
西
塔

の
あ
り
さ
ま
、
た
だ
あ
れ
に
の
み
あ
れ
ま
さ
り
け
り
。
此
の
千
手
院
に
も
、
人

多
く
死
に
け
れ
ば
、
住
み
わ
づ
ら
ひ
け
り
。
こ
の
い
は
ほ
を
見
る
に
、
誠
に
龍

の
大
口
を
明
き
た
る
に
似
虎
り
。
」
、
及
び
静
観
の
加
持
に
よ
っ
て
岩
が
砕
け
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散
る
怪
奇
の
様
相
を
記
し
た
箇
所
．
「
七
日
と
云
ふ
夜
半
ば
か
り
に
、
空
く
も

ヴ
、
震
動
す
ろ
事
お
び
た
た
レ
。
大
巌
に
黒
雲
懸
り
て
見
え
ず
。
し
ば
ら
く
あ

り
て
、
空
晴
れ
ぬ
。
」
は
「
極
楽
記
」
に
な
い
。
「
宇
治
」
の
話
は
「
極
楽
記
」

の
話
で
は
扱
わ
な
い
径
奇
な
様
相
や
人
々
の
動
揺
す
る
様
子
を
描
く
が
、
こ
の

よ
う
な
点
に
「
極
楽
記
」
と
「
宇
治
」
と
の
作
品
と
し
て
の
性
格
の
違
い
、
及

び
両
作
画
撰
者
の
関
心
と
興
味
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

 
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
静
観
の
奇
瑞
、
馬
力
を
示
す
だ
け
の
話
な
ら
ば

「
極
楽
記
」
・
の
記
述
の
仕
方
で
充
分
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
宇
治
」
は
な
ぜ

「
極
楽
記
」
そ
の
ま
ま
の
話
を
掲
載
せ
ず
、
余
計
な
部
分
を
付
加
し
た
よ
う
な

話
を
掲
載
し
た
の
か
と
い
う
と
、
後
者
の
話
の
方
が
よ
り
怪
奇
性
が
強
い
か
ら

で
あ
る
。
静
観
の
底
力
を
主
題
と
す
る
話
を
と
り
上
げ
な
が
ら
、
よ
り
怪
奇
性

の
強
い
話
を
選
ん
だ
て
と
は
、
住
生
伝
や
霊
験
記
を
書
く
立
場
か
ら
す
る
と
不

純
で
あ
る
が
、
よ
り
興
味
本
位
、
趣
味
本
位
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点
に
撰
者

の
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
宇
治
」
の
表
題
に
な
ぜ
〃
物

語
〃
と
付
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
。

 
こ
れ
ま
で
「
極
楽
鳥
」
と
「
宇
治
」
と
に
重
複
す
る
話
の
よ
う
な
二
書
字
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
同
・
類
話
の
研
究
と
い
う
と
、
と
か
く
伝
承
関
係
に
重
き
を

置
い
て
、
性
格
や
扱
い
方
の
違
い
に
ま
で
は
目
が
行
き
と
ど
か
な
か
っ
た
傾
向

が
あ
る
。
伝
承
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
決
定
的
な

こ
と
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、

内
容
の
対
比
や
検
討
か
ら
性
格
や
扱
い
方
の
違
い
、
特
色
を
考
え
る
。

 
 
 
 
 
二
、

増
賀
上
人
奇
行
の
話

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
・
の
仏
法
説
話

 
こ
の
こ
と
は
増
賀
上
人
が
三
条
の
宮
の
出
家
の
時
に
戒
師
と
し
て
招
か
れ
た

第
一
四
三
（
巻
十
二
第
七
）
「
増
賀
上
人
三
条
宮
に
参
り
振
舞
ひ
の
事
」
に
つ

い
て
も
同
様
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
話
は
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
九
第

十
八
「
三
条
大
皇
大
后
宮
出
家
語
」
に
同
話
が
あ
る
。
「
宇
治
」
が
増
賀
に
焦

．
点
を
あ
わ
せ
る
の
に
対
し
、
「
今
昔
」
は
三
条
大
皇
大
后
宮
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
違
点
は
あ
る
に
し
て
も
こ
の
話
の
特
色
は
増
血
が
権
威
に
対
し

て
へ
っ
ら
わ
ず
奇
行
を
振
舞
ヶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
両
者
共
通
す
る
。
即

ち
「
宇
治
」
に
よ
れ
ば
甲
賀
は
三
条
の
宮
に
戒
を
授
け
終
る
や
、
「
増
賀
を
し

も
あ
な
が
ち
に
召
す
は
、
何
事
ぞ
。
心
得
ら
れ
候
は
ず
。
も
し
き
た
な
き
物
を

大
な
り
と
き
こ
し
め
し
た
る
か
。
人
の
よ
り
は
大
き
に
候
へ
ど
も
、
今
は
練
絹

の
や
う
に
、
く
た
く
た
と
成
り
た
ろ
も
の
を
。
」
と
言
っ
て
、
宮
や
同
席
の
殿

上
人
、
女
房
達
を
驚
か
す
。
宮
が
増
賀
を
召
し
た
の
は
増
賀
の
一
物
が
大
き
い
・

と
知
っ
て
興
味
を
も
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
次
に
退
出
す
る

時
、
馬
子
に
坐
り
こ
ん
で
尻
を
ま
く
り
、
水
の
よ
う
な
下
痢
を
排
泄
す
る
（
出

で
ざ
ま
に
、
西
対
の
三
子
に
つ
い
み
て
、
し
り
を
か
か
げ
て
、
一
は
ん
ざ
ふ
の
く

ち
よ
り
水
を
い
だ
す
や
う
に
、
ひ
り
ち
ら
す
。
音
高
ぐ
ひ
る
事
限
り
な
し
。
御

前
ま
で
聞
こ
ゆ
。
わ
か
き
殿
上
人
、
わ
ら
ひ
の
の
し
る
こ
と
お
び
た
だ
し
。
）
。

説
話
集
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
場
合
、
排
泄
物
や
血
、
性
交
、
性
器
等
の

人
間
に
と
っ
て
恥
部
に
関
す
る
描
写
や
記
述
を
こ
ま
ご
ま
と
書
く
こ
と
は
普
通

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

避
け
、
扱
う
こ
と
は
少
な
い
。
例
え
ば
平
家
物
語
に
し
て
も
合
戦
の
場
合
で
ド

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ

ク
ド
ク
と
流
れ
る
血
を
記
述
す
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
説
話
集
撰
者
は
恥

部
を
扱
っ
た
話
を
直
視
し
、
採
用
す
る
。

 
そ
れ
に
し
て
も
増
賀
賞
賛
を
目
的
と
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
細
か
く
奇
行
、
物
狂
い
の
場
面
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
私
は
二
つ
の
解
答
を
準
備
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ

は
、
こ
の
話
は
す
で
に
平
林
盛
得
氏
（
「
増
賀
聖
奇
行
説
話
の
検
討
」
国
語
と

国
文
学
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
事
実
と

は
相
違
す
る
。
小
右
記
長
徳
三
年
バ
九
九
七
）
三
月
二
十
日
面
に
「
余
参
二
皇

后
宮
一
、
昨
日
酉
刻
御
出
家
、
預
二
其
事
一
者
大
僧
都
覚
慶
、
大
僧
都
観
修
、
阿

智
梨
慶
嘉
、
阿
閣
認
証
空
等
也
。
し
と
あ
る
よ
う
に
、
大
后
宮
出
家
の
時
に
増

賀
は
出
席
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
話
は
名
聞
利
下

を
否
定
す
る
後
の
聖
人
達
が
彼
等
の
理
想
像
を
増
賀
に
求
め
る
の
あ
ま
り
、
大

后
宮
出
家
の
事
実
を
敷
街
、
誇
張
し
て
こ
の
よ
う
な
話
に
作
り
上
げ
た
の
で
あ

ろ
う
。

 
解
答
の
第
二
は
、
増
賀
奇
行
話
は
大
日
本
法
華
経
験
記
臆
下
第
八
十
二
、
続

本
朝
往
生
伝
第
十
二
、
発
心
集
巻
一
第
五
等
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
書
で
は

「
冷
泉
の
先
皇
請
じ
て
護
持
僧
と
な
す
に
、
口
に
狂
言
を
唱
へ
、
身
に
狂
事
を

作
し
て
、
更
に
も
て
出
で
去
り
ぬ
。
国
母
の
女
院
敬
ひ
請
じ
て
師
ど
な
す
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
こ
ん

女
房
の
中
に
し
て
、
禁
忌
の
憾
言
を
発
し
て
、
然
も
ま
た
罷
り
出
で
ぬ
。
」
（
法

華
験
記
）
、
 
「
其
の
後
、
貴
き
聞
こ
え
あ
り
て
、
時
の
后
の
宮
の
戒
師
に
召
し

け
れ
ば
、
な
ま
じ
ひ
に
参
り
て
、
南
殿
の
高
欄
の
き
は
に
寄
り
て
、
さ
ま
ざ
ま

に
見
苦
し
き
事
ど
も
を
言
ひ
か
け
て
、
空
し
く
出
で
ぬ
。
」
（
発
心
集
）
等
と
、

ご
く
あ
っ
．
さ
り
記
す
に
と
ど
ま
る
。
「
宇
治
」
の
話
で
は
逐
一
こ
ま
か
く
記
す
，

が
、
・
そ
の
わ
け
の
二
つ
目
は
話
そ
の
も
の
に
対
す
る
撰
者
の
興
味
、
い
わ
ゆ
る

「
物
語
」
に
対
す
る
興
味
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
こ
の

点
は
「
今
昔
」
も
同
じ
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
の
話
は
後
人
に

よ
る
虚
伝
で
あ
り
、
露
骨
で
き
た
な
い
記
述
も
創
作
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
部
分

に
撰
者
や
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
聖
人
達
の
意
図
や
意
識
が
反
映
し

て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
我
々
も
こ
の
記
述
を
無
視
し
、
こ
の
記
述
か
ら
顔
を

そ
む
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

 
増
賀
上
人
の
話
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
横
道
に
そ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
本
論

文
に
お
け
る
私
の
本
意
は
、
静
観
僧
正
と
増
賀
上
人
の
二
話
を
と
り
上
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
往
生
伝
、
験
勲
等
の
諸
書
と
「
宇
治
」
で
の
扱
い
方
が
異
な
っ
て

お
り
、
験
力
、
奇
瑞
話
や
上
人
賞
賛
話
と
す
る
と
逸
脱
す
る
面
が
あ
る
が
、
か

え
っ
て
そ
こ
に
「
宇
治
」
の
物
語
と
し
て
の
特
色
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
わ
け

で
あ
る
。
た
だ
し
「
宇
治
し
は
右
の
よ
う
な
特
色
の
あ
る
話
だ
け
を
掲
載
し
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
第
七
十
三
取
巻
五
第
四
）
 
「
範
久
阿
閣
梨
西
方

を
後
に
せ
ぬ
事
」
1
叡
山
樗
厳
院
の
住
僧
範
久
は
平
常
往
生
を
願
っ
て
い
た
た

め
に
西
方
を
後
ろ
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
、
普
通
人
に
は
で
き
得
な
い
行
動
を

記
し
た
話
i
は
「
続
本
朝
往
生
伝
」
め
平
話
と
表
現
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
一

致
す
る
。
早
書
の
話
を
対
比
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
。

 
 
「
宇
治
」

 
是
も
今
は
む
か
し
、
範
久
阿
閣
梨
と

云
ふ
僧
有
り
け
り
。
山
の
樗
厳
院
に
す

み
け
り
。
ひ
と
へ
に
極
楽
を
ね
が
ふ
。

行
住
座
臥
、
西
方
を
う
し
ろ
に
せ
ず
。

つ
ば
き
を
は
き
、
大
小
便
、
西
に
む
か

は
ず
。
い
り
日
を
せ
な
か
に
負
は
ず
。

西
坂
よ
り
山
へ
の
ぼ
る
と
き
ば
、
身
を

そ
ば
だ
て
て
歩
む
。
つ
ね
に
い
は
く
、

「
う
ゑ
木
の
倒
る
る
事
、
か
な
ら
ず
か

た
ぶ
く
か
た
に
あ
り
。
心
を
西
方
に
か

 
 
「
続
本
朝
往
生
伝
」

 
阿
閣
梨
範
久
は
、
延
暦
寺
思
事
院

 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ひ
ね
が

に
住
し
、
一
生
極
楽
を
慕
へ
り
。

行
住
座
臥
、
西
方
を
背
か
ず
、
唾

を
吐
き
便
利
す
る
に
、
西
方
に
向
か

 
 
 
 
 
む
か
し

ず
。
い
ま
だ
曽
よ
り
夕
陽
を
も
て

せ
な
か

背
に
負
は
ず
、
．
山
に
登
る
の
時

 
 
 
 
そ
ば
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い

は
、
身
を
側
て
て
行
く
。
常
に
称

 
 
 
 
う
ゑ
き

ひ
て
曰
く
、
樹
の
倒
る
る
や
、
必

ず
傾
く
方
に
あ
り
。
心
を
西
方
に
懸

 
 
 
 
な
ん

け
た
れ
ば
、
蓋
ぞ
素
意
を
遂
げ
ざ
ら
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け
ん
に
、
な
ん
ぞ
心
ざ
し
を
と
げ
ざ
ら
．
む
と
い
へ
り
。
臨
終
正
念
な
り
。
往

ん
。
臨
終
正
念
う
た
が
は
ず
」
と
な
む
 
生
母
ひ
な
し
。

い
ひ
け
る
。

 
往
生
伝
に
い
る
と
か
。

 
こ
の
話
の
場
合
、
「
宇
治
」
は
「
続
本
朝
往
生
伝
」
の
同
話
と
比
べ
る
と
、

「
大
幅
に
相
違
す
る
面
や
敷
彷
の
部
分
は
な
い
。
た
だ
し
往
生
伝
が
一
般
に
掲
載

し
て
い
る
話
の
場
合
の
よ
う
に
往
生
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
記
さ
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
す
る
と
「
宇
治
」
撰
者
は
、
主
人
公
範
久
が
往
生
し
た
と
い
う
こ
と
よ

り
も
常
人
と
は
か
け
離
れ
た
徹
底
し
た
真
実
き
、
及
び
そ
の
よ
う
な
人
物
に
興

味
を
ひ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三
、

 
 
 
「
宇
治
」
の
様
々
な
性
格

 
右
に
と
り
上
げ
た
三
話
か
ら
だ
け
で
も
「
宇
治
」
の
仏
法
話
は
様
々
な
面
、

性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
先
行
の
往
生
伝
、
法
華
験
記
類
と

比
べ
る
と
大
幅
に
敷
写
す
る
話
が
あ
り
、
一
方
表
現
や
こ
ま
か
な
描
写
、
記
述

ま
で
ほ
と
ん
ど
相
違
の
な
い
話
が
あ
る
。
ま
た
本
来
の
仏
法
話
の
意
図
し
た
現

報
、
霊
験
、
往
生
話
と
違
っ
た
怪
奇
性
、
奇
行
を
主
に
し
た
話
が
あ
る
。
撰

者
は
て
れ
ら
の
様
々
な
話
に
対
し
て
興
味
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は

往
生
伝
や
他
の
仏
教
説
話
集
に
入
れ
て
よ
い
話
が
あ
る
が
、
他
方
こ
の
よ
う
な

他
書
か
ら
は
み
だ
し
た
部
分
と
り
上
げ
た
話
が
あ
る
。
そ
こ
に
他
書
と
違
っ
た

「
宇
治
」
の
大
き
な
一
特
色
が
あ
る
。

 
「
宇
治
」
の
仏
法
話
の
特
色
の
一
つ
は
往
生
話
の
少
な
い
こ
と
で
あ
る
（
第

五
十
五
「
薬
師
寺
別
当
の
事
」
、
五
十
八
「
東
北
院
菩
提
講
の
聖
の
事
」
、
七
十

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
仏
法
説
話

三
「
範
久
阿
閣
梨
西
方
を
後
に
せ
ぬ
事
」
、
一
九
四
「
酒
戒
上
人
往
生
の
事
」

等
）
。
こ
れ
ら
の
話
は
ど
れ
も
公
式
晦
な
往
生
話
で
は
な
く
、
詳
細
な
説
明
は

省
賂
す
る
が
、
往
生
以
外
の
要
素
が
濃
く
出
て
い
た
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な

物
語
性
に
対
す
る
興
味
が
見
ら
れ
る
。
一
方
比
較
的
多
い
の
は
地
蔵
菩
薩
関
係

の
話
（
第
十
六
「
尼
地
蔵
見
奉
る
事
」
、
四
十
四
「
多
田
新
発
意
郎
等
の
事
」
、

四
十
五
「
因
幡
の
国
の
別
当
地
蔵
作
り
さ
す
事
」
、
七
十
「
四
宮
河
原
地
蔵
．
の

事
」
、
八
十
二
「
山
の
横
川
の
賀
能
地
蔵
の
事
」
、
八
十
三
「
広
貴
国
魔
王
宮

へ
召
さ
る
る
事
」
）
と
観
音
菩
薩
関
係
の
話
（
第
六
十
「
進
命
婦
清
水
寺
へ
参

る
事
」
、
八
十
六
「
清
水
寺
に
二
千
度
参
り
す
ぐ
六
に
打
ち
入
る
る
事
」
、
八

十
七
「
観
音
蛇
と
化
す
事
」
．
八
十
八
「
賀
茂
よ
り
御
幣
紙
米
等
給
ふ
事
」
、

八
十
九
「
信
濃
国
筑
摩
の
湯
に
観
音
沐
浴
の
，
事
」
、
九
十
一
、
「
僧
伽
多
羅
刹
国

に
行
く
事
」
、
九
十
五
「
検
非
違
使
忠
明
の
事
」
、
九
十
六
「
長
谷
寺
参
籠
の

男
利
生
に
あ
っ
か
る
事
」
、
一
〇
七
「
宝
志
和
儒
官
の
事
」
、
一
〇
八
「
越
前
敦

賀
の
女
、
観
音
た
す
け
給
ふ
事
」
、
＝
二
一
「
清
水
寺
御
帳
給
は
る
女
の
事
」
、

一
七
九
「
新
羅
国
后
金
の
楊
の
事
」
等
。
な
お
清
水
寺
、
長
谷
寺
関
係
話
を

含
め
た
。
ま
た
他
書
に
郭
話
の
あ
る
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
指
摘
は
省
略
し

た
。
）
で
あ
る
。
地
蔵
話
で
多
い
の
は
地
蔵
に
冥
土
や
地
獄
か
ら
助
け
出
さ
れ

て
こ
の
世
に
帰
る
話
（
四
十
四
、
四
十
五
、
八
十
二
、
八
十
三
）
で
あ
り
、

観
音
話
で
多
い
の
は
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
る
話
（
八
十
七
、
九
十

一
、
一
七
九
）
、
及
び
貧
し
さ
か
ら
逃
れ
て
幸
福
を
得
る
話
（
八
十
八
、
九
十

六
、
一
〇
八
、
一
三
一
）
で
あ
る
。
地
蔵
話
と
観
・
漏
話
の
多
い
こ
と
は
平
安
時

代
中
期
以
後
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
時
代
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
観
音
話

に
は
現
実
的
傾
向
が
強
い
。
ま
た
第
八
十
三
話
の
広
貴
地
獄
め
ぐ
り
の
話
は
「

日
本
霊
異
記
」
巻
下
第
九
「
閣
羅
王
の
奇
し
き
表
を
示
し
、
人
に
勧
め
て
善
を
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修
せ
し
め
し
縁
」
に
類
書
が
あ
る
が
、
「
宇
治
」
は
「
日
本
霊
異
記
」
の
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

な
現
報
善
悪
と
い
う
因
果
観
は
薄
い
。
む
し
ろ
現
実
に
生
き
て
い
る
な
ま
の
人

間
に
対
す
る
興
味
の
方
が
強
い
。

 
右
の
話
に
関
連
し
て
横
道
に
入
る
が
「
宇
治
」
が
因
果
観
の
薄
い
こ
と
を
第

六
十
三
（
巻
四
第
十
一
）
「
後
朱
雀
院
丈
六
の
悲
喜
レ
作
給
ふ
事
」
を
例
に
上
げ

て
述
べ
る
。
こ
の
話
は
、
後
朱
雀
院
が
重
病
を
愚
つ
た
時
、
夢
に
現
れ
た
御
堂

入
道
道
長
の
示
唆
に
よ
っ
て
丈
六
仏
を
造
り
、
叡
山
護
仏
院
に
安
置
し
た
話
で

あ
る
。
 
（
「
古
事
談
」
・
巻
五
に
同
話
が
あ
る
）
。
「
霊
異
記
」
な
ら
ば
丈
六
仏

の
霊
験
に
よ
っ
て
利
益
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
話
は
何
の
奇
蹟
も
起
こ
ら
な

い
。
こ
の
点
に
「
霊
異
記
」
と
の
扱
い
方
の
違
い
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
四
、

 
 
 
憎
を
主
要
登
場
人
物
に
し
た
話

 
こ
こ
で
仏
法
話
の
中
で
も
僧
を
主
要
入
物
に
し
た
話
に
的
を
し
ぼ
っ
て
往
生

伝
類
と
違
っ
た
「
宇
治
」
の
特
色
を
考
え
る
。
往
生
伝
や
霊
験
記
、
あ
る
い
は

他
の
仏
教
説
話
集
に
入
れ
て
よ
い
よ
う
な
高
徳
の
僧
の
効
験
や
上
人
の
行
業
を

た
た
え
た
話
が
「
宇
治
」
に
あ
る
。
例
え
ば
前
述
第
七
十
三
の
範
久
の
話
は

「
続
本
朝
往
生
伝
」
と
扱
い
方
に
違
い
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
「
宇
治
、
」
と
ほ

ぼ
同
文
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
一
、
第
九
（
巻
一
第
九
）
「
宇
治
殿
倒
れ

さ
せ
給
ひ
て
実
相
房
僧
正
験
者
に
召
さ
る
る
事
」
は
、
宇
治
殿
藤
原
頼
通
が
倒

れ
た
時
、
心
耳
僧
正
を
召
し
に
や
る
と
僧
正
が
来
る
前
に
護
法
が
来
て
病
気
を

追
い
払
っ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
富
家
語
、
古
事
談
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
型
で

入
る
が
、
僧
正
が
験
者
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
を
語
る
話
と
し
て
他
の
仏

教
説
話
集
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
話
末
に
「
心
誉
僧
正
い
み
じ
か
り

ぬ
る
こ
と
。
」
と
い
う
評
が
あ
る
。
こ
の
評
は
古
事
談
に
も
「
心
知
イ
ミ
ジ
カ

リ
ケ
ル
験
者
也
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
評
か
ら
僧
正
讃
美
の
話
と
し
て

扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
2
ひ
第
一
四
二
 
（
巻
十
二
第
六
）
 
「
空
也
上
人
の
腎

観
音
院
僧
正
祈
り
直
す
事
」
は
、
空
也
上
人
の
曲
っ
左
胃
を
余
慶
僧
正
が
加
持

し
て
直
し
た
話
で
、
余
慶
の
す
ぐ
れ
た
法
力
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
話
末
に

 
「
あ
り
が
た
が
り
け
る
こ
と
な
り
」
と
評
す
る
。
同
話
が
「
打
聞
集
」
 
「
撰
集

抄
」
巻
八
に
あ
る
通
り
、
仏
教
説
話
集
に
入
れ
て
よ
い
。
3
、
第
一
九
四
（
巻

十
五
第
九
）
「
仁
戒
上
人
往
生
の
事
」
は
、
山
階
寺
僧
仁
戒
上
人
が
道
心
を
発

し
，
て
寺
か
ら
出
、
往
生
す
る
ま
で
の
行
業
を
記
し
た
話
で
あ
る
。
類
話
は
「
続

本
朝
往
生
伝
」
「
古
事
談
」
巻
三
に
あ
る
。
「
宇
治
」
の
話
と
類
話
と
対
比
す

る
と
「
宇
治
」
の
方
が
記
述
が
こ
ま
か
く
、
人
物
も
い
き
て
い
る
。
た
だ
し
話

の
内
容
、
主
題
を
み
る
と
他
の
仏
教
説
話
集
に
入
れ
て
よ
い
。

 
右
の
四
例
は
高
僧
、
あ
る
い
は
上
人
讃
美
の
話
と
し
て
仏
教
関
係
の
諸
書
に

入
れ
て
よ
い
。
「
宇
治
」
が
右
の
よ
う
な
話
だ
け
を
集
め
て
い
る
な
ら
ば
、
「
宇

治
」
は
他
の
仏
教
書
、
あ
る
い
は
仏
教
説
話
集
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
僧
を
主
要
人
物
と
す
る
話
で
あ
り
な
が
ら
公
式
的
な
仏
法
説
話

・
か
ら
は
み
出
す
話
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
の
話
は
か
な
り
多
く
、
三
十
例
前
後
に

な
る
。
例
え
ば
左
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

 
 
a
、
第
一
三
九
（
巻
十
二
第
三
）
「
慈
恵
僧
正
受
戒
の
日
延
引
の
事
」
は
、

慈
恵
僧
正
撃
墜
が
受
戒
を
行
な
う
日
を
急
に
延
期
し
た
。
す
る
と
未
の
時
に
南

門
が
倒
れ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
良
書
の
凡
人
に
は
見
通
せ
ぬ
神
通
力
を
讃

美
し
た
話
で
、
仏
法
説
話
の
範
疇
に
入
れ
て
よ
い
。
な
お
逸
話
は
「
打
聞
集
」

 
に
あ
る
。
一
方
同
じ
良
源
の
話
が
第
六
十
九
（
巻
四
第
十
七
）
汽
慈
恵
僧
正
戒

壇
つ
き
た
る
事
」
に
あ
る
。
こ
の
話
ぱ
郡
司
に
対
し
て
戒
壇
を
築
い
て
も
ら
う
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こ
と
を
賭
物
に
し
て
、
一
間
の
距
離
か
ら
何
度
も
い
り
大
豆
を
投
げ
さ
せ
て
良

源
が
箸
で
受
け
と
め
た
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
戒
壇
を
築
く
と
い
う
仏
教
に
関

連
あ
る
話
で
あ
る
し
、
同
話
は
「
古
事
談
」
重
三
に
あ
る
。
広
く
み
れ
ば
良
源

の
超
人
性
を
た
た
え
た
話
で
あ
る
が
、
良
源
の
特
殊
技
能
に
対
し
て
興
味
を
も

っ
た
話
と
も
と
れ
、
前
話
と
違
い
公
式
的
な
仏
教
話
か
ら
…
幾
ら
か
離
れ
る
。
こ

．
の
よ
う
な
話
を
語
り
入
れ
て
い
る
の
で
「
宇
治
」
が
公
式
的
な
仏
教
説
話
集
に

と
ど
ま
ら
な
い
一
わ
け
で
あ
る
。

 
b
、
第
七
（
巻
一
第
七
）
「
龍
門
の
聖
鹿
に
か
は
ら
ん
と
す
る
事
」
は
、
龍

門
の
聖
が
男
の
鹿
狩
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
鹿
に
代
、
っ
て
矢
の
的
に
な
ろ
う
と

し
た
。
聖
が
鹿
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
伏
し
て
い
る
の
を
男
が
気
が
つ
い
て
わ
け
を

聞
く
と
、
聖
は
涙
を
流
し
て
「
私
が
殺
さ
れ
れ
ば
お
前
が
少
し
は
鹿
狩
を
止
め

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
だ
。
」
と
言
っ
た
。
男
は
泣
い
て
そ
の
場
で
出
家
し
た
話

で
あ
る
。
仏
法
説
話
で
は
仏
菩
薩
が
僧
や
信
者
に
代
っ
て
矢
や
刀
を
受
け
る
場

合
が
あ
る
。
こ
の
話
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
話
で
あ
ろ
う
が
、
霊
験
話
や
奇
馳

蹟
の
話
と
違
っ
て
わ
が
身
を
捨
て
て
男
の
罪
を
救
い
鹿
の
命
も
助
け
る
と
い
う

広
い
人
間
愛
の
話
で
あ
り
、
ま
た
情
を
強
調
し
て
い
る
点
人
情
話
で
も
あ
る
。
・

な
お
「
古
事
談
」
前
歴
に
も
類
話
は
あ
る
が
、
情
が
出
て
い
な
い
。

 
c
、
第
三
十
七
（
巻
三
第
五
）
「
鳥
羽
僧
正
与
二
国
俊
一
た
は
ぶ
れ
の
事
」
は
、

大
僧
正
覚
猷
が
甥
の
陸
奥
前
司
国
俊
を
長
時
間
待
た
せ
た
り
無
断
で
車
を
借
用

し
た
の
で
、
国
俊
は
碁
盤
を
裏
返
し
に
し
て
三
舟
に
置
い
た
。
心
意
は
い
つ
も

の
癖
で
湯
舟
に
飛
び
込
ん
で
あ
お
向
け
に
寝
る
と
、
碁
盤
の
足
に
尻
骨
を
ぶ
つ
．

ハけ
て
気
絶
し
た
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
覚
猷
の
美
妙
な
癖
と
平
常
の
生
活
、
性

格
の
裏
面
を
暴
露
し
た
話
で
、
高
僧
の
話
で
は
あ
る
が
、
霊
験
話
、
讃
美
話
等

の
仏
法
話
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
仏
法
説
話

・
d
、
第
一
三
三
（
巻
十
一
第
九
）
「
空
入
水
し
た
る
僧
の
事
」
は
、
あ
る
聖

が
桂
川
で
入
水
往
生
を
志
し
は
し
た
が
、
見
せ
か
け
だ
け
で
、
よ
う
や
く
舟
か

ら
投
身
し
た
が
逃
げ
去
っ
た
話
。
後
に
聖
が
悪
び
れ
も
し
な
い
で
手
紙
の
上
書

に
「
前
の
入
水
の
上
人
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
話
と
し
て
は
明
る
い
感
じ
を

残
す
も
の
の
、
人
々
に
尊
敬
さ
れ
、
布
施
を
も
ら
う
が
た
め
に
入
水
往
生
を
企

て
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
聖
の
一
面
を
見
せ
る
。
欲
望
ま
る
出
し
の
生
身
の

人
間
臭
い
話
と
し
て
価
値
は
あ
る
が
、
往
生
礼
讃
の
仏
法
説
話
の
意
図
と
は
反

す
る
話
で
あ
る
。

 
e
、
高
僧
、
上
人
と
は
到
底
言
い
難
い
が
、
「
兵
だ
つ
る
僧
」
〃
く
う
す
け
”

も
一
応
は
僧
の
仲
間
の
一
人
と
し
て
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
こ
の
話

（
第
一
〇
九
（
（
巻
九
第
四
〉
）
「
く
う
す
け
が
仏
供
養
の
事
」
）
は
、
く
う
す
け

が
仏
を
造
っ
て
供
養
し
た
が
仏
師
や
講
師
へ
の
お
礼
や
布
施
を
見
せ
た
だ
け
で

出
さ
な
か
っ
た
話
で
、
く
う
す
け
を
徹
底
し
た
ペ
テ
ン
師
、
詐
欺
師
と
し
て
扱

う
。
一
方
の
仏
師
、
講
師
も
欲
深
な
人
物
と
し
て
描
く
。
主
役
で
あ
る
く
う
す

け
も
脇
役
の
仏
師
、
講
師
も
他
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
な
ら
ば
、
施
物
の
横
領

と
欲
深
ど
い
う
点
で
悪
報
を
受
け
る
は
ず
で
あ
る
が
、
「
宇
治
」
で
は
仏
罰
を

受
け
な
い
。
話
宋
の
評
で
も
「
か
か
り
と
も
す
こ
し
の
功
徳
は
得
て
ん
や
。
い

か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
。
」
と
す
る
よ
う
に
、
く
う
す
け
を
悪
徳
の
僧
と
し
て
は

扱
わ
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
思
い
が
け
な
い
話
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。

 
右
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
登
場
人
物
に
関
す
る
話
を
み
る
と
「
宇

治
し
に
は
高
僧
、
上
人
讃
美
の
話
が
あ
る
。
と
れ
ら
の
話
は
仏
法
説
話
と
し
て

「
宇
治
」
以
外
の
往
生
伝
、
霊
験
記
、
仏
教
説
話
集
に
入
れ
て
も
さ
し
っ
か
え

な
い
。
こ
れ
ら
の
話
が
圧
倒
的
に
多
け
れ
ば
「
宇
治
」
も
こ
れ
ら
の
諸
書
と
さ
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程
距
離
の
隔
た
り
の
あ
る
作
品
で
は
な
い
。
「
宇
治
」
を
こ
れ
ま
で
説
話
集
の

申
で
も
仏
教
説
話
集
の
範
疇
に
は
入
れ
ず
、
一
般
説
話
集
、
あ
る
い
は
世
俗
説

話
集
の
中
に
入
れ
て
来
た
。
そ
の
一
つ
は
「
宇
治
」
の
申
に
仏
教
と
は
無
関
係

の
俗
人
や
異
類
、
動
物
の
話
が
多
い
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
仏
教

に
関
す
る
話
に
つ
い
て
も
往
生
、
霊
験
、
因
果
等
と
い
う
以
外
の
テ
ー
マ
、
あ
．

る
い
は
別
の
要
素
の
強
い
話
が
む
し
ろ
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
多

い
と
こ
ろ
に
「
宇
治
」
の
大
き
な
一
性
格
が
あ
る
。
こ
こ
で
僧
を
主
要
人
物
に

し
た
話
の
う
ち
、
ま
ず
主
な
高
僧
・
上
人
讃
美
話
を
掲
げ
る
．
と
、
第
九
（
巻
一

第
九
）
「
宇
治
殿
倒
れ
さ
せ
給
ひ
て
実
相
房
僧
正
験
者
に
召
さ
る
る
事
」
、
第

二
十
（
巻
二
第
二
）
「
静
観
僧
正
祈
レ
雨
法
験
の
事
」
、
第
五
十
五
（
巻
四
第
三
）

「
薬
師
寺
別
当
の
事
」
、
第
六
十
五
（
巻
四
第
十
三
）
「
智
海
法
印
癩
人
法
談

の
事
」
、
第
七
十
三
（
巻
五
第
四
）
 
「
範
久
山
導
梨
西
方
を
後
に
せ
ぬ
事
」
、

第
一
〇
七
（
巻
九
第
二
）
 
「
宝
志
和
尚
影
の
事
」
、
第
一
三
六
（
巻
十
一
第
十

二
）
「
出
家
功
徳
の
事
」
、
第
＝
二
七
（
巻
十
二
第
一
）
「
達
磨
天
竺
僧
の
行
ひ

見
る
事
」
、
第
一
三
八
（
巻
十
二
第
二
）
「
提
娑
菩
薩
龍
樹
菩
薩
の
許
に
参
る

事
」
、
第
一
三
九
（
巻
十
二
第
三
）
・
「
慈
恵
僧
正
受
戒
の
日
延
引
の
事
」
、
第

一
四
〇
（
巻
十
二
第
四
）
「
内
記
上
人
法
師
陰
陽
師
紙
冠
を
破
る
事
」
、
第
一

四
一
（
巻
十
二
第
五
）
「
持
経
者
叡
実
効
験
の
事
」
、
第
一
四
二
（
巻
十
二
第

六
）
 
「
空
也
上
人
の
腎
観
音
院
僧
正
祈
り
直
す
事
」
、
第
一
四
三
（
巻
十
二
第

七
）
「
増
賀
上
人
三
条
宮
に
参
り
振
舞
の
事
」
、
第
一
四
四
（
巻
十
二
第
八
）

「
至
宝
僧
正
一
条
大
路
わ
た
る
事
」
、
第
一
七
二
（
巻
十
三
第
十
二
）
「
寂
昭

上
人
飛
レ
鉢
事
」
、
第
一
九
四
（
巻
十
五
第
九
）
「
仁
戒
上
人
往
生
の
事
」
等
。

．
こ
れ
ら
の
話
で
も
、
前
述
レ
た
よ
う
に
往
生
伝
等
で
は
避
け
て
記
述
し
な
い
場

面
を
こ
と
さ
ら
直
視
し
て
詳
述
す
る
場
合
が
あ
り
、
話
末
に
「
心
誉
僧
正
い
み

．
じ
か
り
ぬ
る
こ
と
」
 
（
第
九
）
、
「
不
思
議
の
事
也
」
 
（
第
二
十
一
）
、
，
「
そ
れ

．
に
つ
け
て
も
、
貴
き
お
ぼ
え
は
い
よ
く
写
り
け
り
。
」
 
（
第
一
四
三
）
と
評

し
て
は
い
る
が
、
は
た
し
て
高
僧
、
上
人
讃
美
の
意
図
だ
け
で
こ
れ
ら
の
話
を

と
り
上
げ
て
い
る
の
か
疑
問
の
場
合
が
あ
る
。

 
次
に
後
者
の
主
な
話
を
、
話
の
特
色
か
ら
分
類
す
る
と
左
の
よ
ら
に
な
る
。

 
ア
、
不
浄
法
師
の
話
一
第
一
（
巻
一
第
一
）
 
「
道
命
於
二
和
泉
式
部
許
一
読
経

し
五
条
道
祖
神
聴
聞
の
事
」
（
第
二
（
巻
一
第
一
、
一
）
「
丹
波
国
自
村
平
茸
生
る
事
」

 
イ
、
狂
惑
の
法
師
・
え
せ
聖
の
話
1
第
五
（
巻
一
第
五
）
「
随
求
陀
羅
尼
籠
・

額
法
師
の
事
」
、
第
六
（
巻
一
第
六
）
 
「
中
納
言
師
時
法
師
の
玉
く
き
検
知
の

事
」
、
第
一
三
三
（
巻
十
一
第
九
）
「
空
入
水
し
た
る
僧
の
事
」
、
第
一
四
五
（

巻
十
二
第
九
）
 
「
穀
断
聖
露
顕
の
事
」

 
ウ
、
人
情
を
強
調
し
た
話
i
第
七
（
巻
一
第
七
）
「
龍
門
の
聖
鹿
に
か
は
ら

ん
と
す
る
事
」

 
 
エ
、
性
的
興
味
の
話
t
第
十
一
（
巻
一
第
十
一
）
「
源
大
納
言
雅
俊
一
生
不

犯
の
金
打
た
せ
た
る
事
」
、
第
七
十
八
（
下
五
第
九
）
 
「
御
室
戸
僧
正
の
事
、

 
一
乗
寺
僧
正
の
事
」
 
（
前
掲
の
第
一
、
五
、
六
も
関
係
が
あ
る
）

 
オ
、
児
の
心
理
を
扱
っ
た
話
一
等
十
二
（
巻
一
第
十
二
）
「
児
の
か
い
も
ち

す
る
に
空
寝
し
た
る
事
」
、
第
十
三
（
巻
一
第
十
三
）
「
田
舎
の
児
桜
の
散
る

を
み
て
泣
く
事
」

 
カ
、
怪
異
性
の
あ
る
話
一
第
二
十
一
（
巻
二
第
三
）
 
「
同
（
静
観
）
僧
正
大

嶽
の
岩
祈
り
失
ふ
事
」
、
第
二
十
二
（
巻
二
第
四
）
「
金
言
山
薄
打
の
事
」
、

第
五
十
七
（
巻
本
第
五
）
「
石
橋
の
下
の
蛇
の
事
」

 
 
キ
、
身
体
に
異
常
の
あ
る
話
-
第
二
十
五
 
（
巻
二
第
七
）
 
「
鼻
長
き
僧
の

事
」
、
第
一
三
〇
（
巻
十
一
第
六
）
 
「
蔵
入
得
業
猿
沢
の
池
の
龍
の
事
」
 
（
前
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掲
の
第
七
十
八
も
入
る
）

 
ク
、
過
度
の
い
た
ず
ら
の
話
一
第
三
十
七
（
斎
灯
第
五
）
 
「
鳥
羽
僧
正
与
二

国
俊
一
た
は
ぶ
れ
の
事
」
、
第
七
十
六
 
（
巻
五
第
七
）
 
「
仮
名
暦
あ
っ
ら
へ
た

る
事
」
 
（
前
掲
の
第
＝
二
〇
も
入
る
）

 
ケ
、
老
僧
の
恋
の
話
i
第
六
十
（
巻
早
智
八
）
「
進
命
婦
清
水
寺
へ
参
る
事
「

 
コ
、
死
僧
と
問
答
し
た
話
一
算
六
十
八
（
巻
町
第
十
六
）
「
直
証
に
実
因
自
二

湖
水
中
一
法
文
の
事
」

 
サ
、
特
殊
技
能
の
話
-
第
六
十
九
（
巻
譜
第
十
七
）
「
慈
恵
僧
正
戒
壇
つ
き

た
る
事
」
・

 
シ
、
魚
を
盗
み
食
い
し
た
僧
の
話
～
第
七
十
九
（
巻
五
第
十
）
 
「
或
僧
人
の

許
に
て
氷
魚
ぬ
す
み
食
ひ
た
る
事
」

 
ス
、
無
智
の
聖
の
話
-
第
一
〇
四
 
（
巻
八
第
六
）
 
「
猟
師
ほ
と
け
を
射
る

事
」
、
第
一
六
九
（
巻
十
三
第
九
）
 
「
念
仏
僧
魔
往
生
の
事
」

 
セ
、
欲
の
深
い
僧
の
話
i
第
一
〇
九
（
巻
九
第
四
）
 
「
く
う
す
け
が
仏
供
養

の
事
」

 
ソ
、
前
世
の
父
親
が
総
に
な
っ
た
の
を
食
べ
た
僧
の
話
-
第
一
六
八
（
巻
十

三
第
八
）
 
「
出
立
寺
別
当
、
父
の
鰭
に
な
り
た
る
を
知
ゆ
な
が
ら
殺
し
て
食
ふ

事
」

 
 
 
 
 
 
 
 
五
、

 
 
 
聖
・
上
人
の
話

 
前
述
し
た
よ
う
に
僧
を
主
要
人
物
と
し
た
話
の
う
ち
高
僧
・
上
人
を
讃
美
し

た
話
が
あ
る
。
一
方
公
式
的
な
仏
法
説
話
か
ら
隔
た
っ
た
距
離
に
あ
る
話
や
他

の
仏
教
説
話
集
・
往
生
着
類
に
掲
載
す
る
に
は
遠
慮
さ
れ
る
話
が
あ
る
。
後
者

の
話
を
撰
者
が
平
然
と
と
り
上
げ
て
い
る
所
に
「
宇
治
」
の
大
き
な
特
色
が
あ

 
「
宇
治
拾
遣
物
語
」
の
仏
法
説
話

る
。 

こ
こ
で
僧
の
う
ち
特
に
聖
・
上
人
と
称
さ
れ
て
い
る
人
物
を
と
り
上
げ
る

と
、
ま
ず
比
較
的
讃
美
さ
れ
て
い
る
人
物
に
は
、
龍
門
の
聖
（
第
七
）
、
清
徳

聖
（
第
十
九
）
、
東
比
院
菩
提
講
を
始
め
た
聖
（
第
五
十
八
）
、
も
う
れ
ん
聖

（
第
一
〇
一
）
、
宝
志
和
尚
と
い
う
聖
（
第
一
〇
七
）
、
日
蔵
上
人
（
第
．
＝
二

四
）
、
天
竺
の
囲
碁
を
打
つ
上
人
（
第
一
三
七
）
、
龍
樹
菩
薩
（
第
＝
二
八
）
、
，

内
記
上
人
寂
心
（
第
一
四
〇
）
、
叡
実
持
経
者
（
第
一
四
一
）
、
空
也
上
人
（
第

一
四
二
）
、
増
賀
上
人
（
第
一
四
三
）
、
貴
き
書
聖
（
第
一
四
八
）
、
記
事
上

人
（
第
一
七
二
）
、
優
娑
嘱
多
（
第
一
七
四
）
、
極
楽
寺
の
僧
（
第
一
九
一
）
、

仁
心
上
人
（
第
一
九
四
）
等
多
数
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
比
較
的
讃
棚

さ
れ
る
。
中
に
は
前
述
の
よ
う
に
往
生
伝
類
に
同
話
を
と
り
上
げ
て
い
る
場
合

も
あ
る
が
、
増
賀
の
よ
う
に
「
宇
治
」
で
詳
述
し
て
い
る
部
分
を
他
の
仏
教
説

話
集
で
省
略
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
情
の
あ
る
話
（
第
七
-
前
記
で
は
公
式

的
な
話
で
な
い
こ
と
か
ら
讃
美
話
に
入
れ
て
い
な
い
）
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
暖

か
み
の
あ
る
話
（
第
一
〇
一
）
等
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
中
に
も
公
式
的
な
霊

辮
、
往
生
話
と
は
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
。

 
一
方
、
中
納
言
師
時
に
玉
く
き
を
検
知
さ
れ
た
聖
（
第
六
）
、
愛
宕
山
の
無

智
の
聖
（
第
一
〇
四
）
、
空
入
水
し
た
え
せ
上
人
．
（
第
一
三
三
）
、
穀
断
ち
が
露

顕
し
た
聖
（
第
一
四
五
）
、
天
狗
に
だ
ま
さ
れ
た
伊
吹
山
の
聖
（
第
一
六
九
）
、

慢
心
を
お
こ
し
た
清
瀧
川
の
聖
（
第
一
七
三
）
は
「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
十
等

に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
話
も
あ
る
が
（
第
一
〇
四
、
一
四
五
、
一
六
九
、
一

七
三
）
、
他
の
往
生
画
境
に
は
ほ
と
ん
ど
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
後

者
の
人
物
は
欲
望
も
名
誉
心
も
あ
る
、
・
平
凡
な
生
身
の
人
間
で
あ
り
、
玉
く
き

を
検
知
さ
れ
た
聖
、
空
入
水
の
上
人
、
穀
断
ち
の
聖
に
は
、
聖
と
し
て
の
体
面
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を
必
死
に
守
り
な
が
ら
こ
の
世
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
姿
を
見
る

纂
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
話
に
は
話
末
に
「
狂
惑
の
法
師
に
て
あ
り
け
る
。
」

 
（
第
六
）
、
 
「
聖
な
れ
ど
、
無
智
な
れ
ば
、
か
や
う
に
ば
か
さ
れ
け
る
也
。
」

 
（
第
一
〇
四
）
等
と
評
が
あ
る
。
こ
の
評
が
撰
者
自
身
の
付
し
た
評
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
し
、
第
一
〇
四
に
は
「
今
昔
」
巻
二
十
所
収
の
同
話
に
も
同

様
の
評
が
あ
る
。
「
宇
治
」
は
こ
の
評
以
上
に
激
し
く
非
難
す
る
こ
と
は
し
な

 
い
。
序
文
に
「
…
様
々
や
う
く
な
り
。
世
の
人
、
是
を
興
じ
見
る
。
」
と
あ

 
る
よ
う
に
様
々
の
傾
向
の
話
の
一
つ
と
し
て
興
味
を
持
っ
て
記
し
た
と
み
る
方

が
よ
い
。
た
だ
し
撰
者
は
興
じ
見
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
人
物
の
話

を
と
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
他
の
作
品
に
な
い
「
宇
治
」
の
特
色
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
持
経
者
・
往
生
者
の
行
業
の
話
を
掲
載
す
る
意
図
だ
け
で
編
纂
し
た
な

ら
ば
右
の
話
は
か
な
り
は
ず
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
結
び
、

 
こ
れ
ま
で
「
宇
治
」
の
面
白
さ
困
特
色
、
性
格
に
つ
い
て
い
ろ
く
と
論
じ

ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
そ
の
本
質
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
何
で
あ
る
の
か
、
つ

か
み
に
く
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
往
生
伝
、
霊
験
記
、
説
話
集
の
場
合
、
編
集

意
図
は
大
体
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
話
も
そ
の
よ
う
な
意
図
に
沿
っ
た
も
の
を

掲
載
す
る
場
名
が
多
い
。
一
方
「
宇
治
」
で
は
序
文
を
み
て
も
意
図
が
は
っ
き

り
出
て
来
な
い
。
む
し
ろ
興
味
本
位
で
話
を
集
め
た
か
の
感
が
あ
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
他
の
作
品
で
は
は
ず
し
た
話
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
ら
の
話
に
生
身
の
人
間
が
息
づ
き
、
■
活
躍
す
る
。
ま
た
往
生
伝
に
同

話
が
あ
っ
て
も
往
生
伝
で
見
過
ご
し
た
部
分
を
「
宇
治
」
が
記
述
し
て
お
り
、

そ
の
部
分
に
話
の
面
白
さ
、
特
色
、
性
格
が
ひ
そ
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
。

「
宇
治
」
に
は
昔
話
、
和
歌
説
話
、
笑
話
等
様
々
な
傾
向
の
話
が
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
中
で
右
の
問
題
を
私
は
仏
法
説
話
に
的
を
し
ぼ
っ
て
述
べ
た
次
第
で
あ

る
。注

、
本
論
文
で
使
用
し
た
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系

一
宇
治
拾
遺
物
語
、
今
昔
物
語
集
。
日
本
思
想
大
系
一
日
過
往
生
極
楽
記
、
大

日
本
法
華
経
験
記
、
続
本
朝
往
生
伝
。
日
本
古
典
集
成
-
発
心
集
。
国
史
大
系

i
古
事
談
。

 
な
お
個
々
の
話
の
場
合
は
仏
法
説
話
、
作
当
は
仏
教
説
話
集
と
し
て
区
別
し

た
が
、
便
宜
的
な
わ
け
方
で
格
別
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
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