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第
七
話
　
仏
教
と
水

私
、
「
い
い
か
げ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
大
好
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
い

い
か
げ
ん
」
と
は
本
当
は

「良
い
加
減
」
の
意
味
。
あ
ま
り
難
し
く
も

な
く
、
と
い
っ
て
あ
ま
り
簡
単
す
ぎ
な
い
よ
う
今
日
の
話
は
、
そ
の
辺

を
い
い
か
げ
ん
に
や
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

何
し
ろ
、
人
か
ら
頼
ま
れ
る
と

「
ほ
い
は
い
」
と
引
き
受
け
ま
し
て
、

そ
れ
か
ら
何
か
考
え
て
調
べ
る
の
が
癖
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
生
涯

教
育
と
言
い
ま
す
か
、
年
を
取
っ
て
か
ら
の
勉
強
に
一
番
良
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
、
そ
う
い
う
主
義
に
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
も
栗
田
さ

ん
か
ら
頼
ま
れ
て
、
す
ぐ

「仏
教
と
水
」
と
い
う
・言
葉
に
飛
び
付

い
た

の
で
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
は
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
し

て
、
大
学
で
も
仏
教
を
専
門
に
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
た

ま
た
ま
中
学
時
代
の
恩
師
、
矢
島
仁
吉
と
い
う
先
生
が
武
蔵
野
の
集
落

の
研
究
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
地
下
帯
水
層
の
研
究
等
に
中
学
校
時

清
水
龍
光

代
か
ら
引

っ
張
り
出
さ
れ
ま
し
て
、
い
つ
も
後
を
付
い
て
回
っ
て
お
り

ま
し
た
。
ま
た
現
在
文
京
区
で
文
化
財
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
が
ま
た
水
と
大
き
く
関
連
し
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
水

も
知

っ
て
い
る
、
仏
教
も
知

っ
て
い
る
、
こ
の
二
つ
を
結
び
付
け
れ
ば

良

い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
簡
単
に
引
き
受
け
た
わ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
案
に
相
違
し
て
大
変
で
し
た
。
最
初
、
誰
か
他
の
人
が
書
い
た
本

が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
適
当
に
取
捨
選
択
し
て
私
の
考
え
を
入
れ
て
喋
れ

ば
良
い
の
し
ゃ
な
い
か
と
思

っ
て
探
し
ま
し
た
ら
、
ど
こ
に
も
な
い
の

で
す
。
「神
道
と
水
」
と
い
う
の
は
幾
ら
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
「仏
教

と
水
」
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
慌
て
ま
し
て
、
私
の
後
輩
で
大
学
の
先
生

を
し
て
い
る
人
に
、
「
こ
う

い
う
話
、
な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
。

」
と
尋

ね
た
ら
、
「
そ
れ
を
や
っ
た
ら
仏
教
学
の
博
士
に
な
れ
る
。

」
と
言
う
ん

で
す
。
こ
の
段
階
で
普
通
な
ら
お
断
り
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
は

「
い
い
か
げ
ん
」
な
私
。
ど
こ
ま
で
話
せ
る
か
や
っ
て
み
よ
う
と
考
え

た
わ
け
で
す
。

は
じ
め
:こ
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五
大

先
ず
、
私
の
仏
教
の
知
識
の
中
で
水
に
関
連
し
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ

う
か
と
あ
れ
こ
れ
考
え
ま
し
た
ら
、
根
本
仏
教
の
中
に

「五
大
し
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
五
大
と
は
何
か
と
い
う
と
、
世
界
を
形
成
す
る

も
の
、
仏
教
と
い
う
も
の
は

一
番
初
め
は
哲
学
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら

世
界
を
形
成
す
る
も
の
は
何
か
、
と
言
っ
て
出
て
く
る
も
の
が
、
皆
さ

ん
よ
く
ご
存
じ
の

「地
、
水
、
火
、
風
、
空
」
で
す

（図
―

一
）。
こ
れ

間
」、
こ
れ
が
世
界
を
形
成
す
る
。
仏
教
と
い
う
の
は
こ
ん
な
も
の
な
ん

で
す
。
で
、
こ
こ
に
先
ず
水
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。

生

々
流
転

次
に
、　
こ
れ
は
ま
た
全
然
別
な
ん
で
す
が
、
国
立
博
物
館
に
横
山
大

観
の
描
い
た

「生
々
流
転
」
（し
よ
う
し
ょ
う
る
て
ん
）
と
い
う
絵
が
あ

る
の
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
国
宝
の
素
晴
ら
し
い
絵
で
す
。
ど
ん

な
絵
か
と
言
う
と
、　
一
番
最
初
に
雲
が
ぁ
っ
て
雨
が
ザ
ァ
ー
っ
と
降
っ

て
い
る
、
そ
れ
か
ら
ポ
ト
ボ
ト
と
滴
に
な
り
、
小
川
に
な
り
、
谷
川
に

な
り
、
そ
れ
が
山
か
ら
次
第
に
下
っ
て
広
い
平
野
に
出
る
。
す
る
と
田

が
あ
り
灌
漑
を
し
て
い
る
。
水
は
や
だ
て
流
れ
下
っ
て
港
に
出
る
。
舟

が
入
っ
て
い
る
、
漁
師
が
す
な
ど
り
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
海
に
入
る
。

こ
う
い
う
絵
な
の
で
す
。
私
、
こ
の
絵
を
見
ま
し
て
、
な
ん
と
も
言
え

な
い
感
動
を
党
え
ま
し
た
。
そ
の
感
動
は
、
例
え
ば
大
観
の

「富
士
』

を
見
て
、
そ
の
堂
々
と
し
た
姿
に
感
動
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
何

か
心
の
中
に
し
ゎ
し
ゎ
と
し
み
こ
ん
で
来
る
よ
う
な
、
日
本
人
の
心
の

中
に
備
わ
っ
て
い
る
仏
教
的
な

「も
の
の
見
方
、
考
え
方
」
を
堀
り
起

こ
す
感
動
だ
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
に
は

「
輪
担
」
と
ぃ
ぅ
言
葉
が
あ

る
ま
す
。
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
の

一
つ
に
「世
の
中
は
移
り
変
わ
っ

て
行
く
。
人
々
は
た
え
ず
移
り
変
わ
っ
て
行
く
。

」、
そ
れ
を
水
を
も
つ

て
表
現
し
た
。
素
晴
ら
し
い
絵
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ヽ
、
‐

，
，
′

ヒ

熊

が
全
て
を
形
成
す
る
と
い
う
考
え
方
が
仏
教
の

一
番
根
本
に
あ
る
。

「
地
」
と
い
う
の
は

「
固
体
」
で
す
。
そ
し
て
、
仏
教
で
は

「水
」
を

液
体
の
代
表
と
と
ら
え
ま
す
。
「
火
」
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」、
「風
」
は
「気

体
」
、
「
空
」
は

「空
間
」
で
す
ね
。
今
の
私
の
説
は
、
仏
教
学
者
に
言

わ
せ
ま
す
と
、
「
君
、
そ
ん
な
こ
と
を
勝
手
に
言
っ
て
良
い
の
か
。
も
う

少
し
複
雑
な
ん
だ
よ
。

」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ま
あ
良

い
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
「
固
体
」
、
「液
体
し
、
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
、
「
気
体
」
、
「空

ヽ

フ
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水
掛
け
観
音

一
昨
日
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま
し
た
ら
、
巣
鴨
の
お
地
蔵
様
の
所
に

お
婆
さ
ん
が
沢
山
い
る
場
面
が
映
り
ま
し
た
。
巣
鴨
と
い
う
の
は
老
人

の
原
宿
と
言
う
ち
し
い
で
す
ね
。
そ
こ
に
水
掛
け
観
音
が
あ
る
の
で
す
。

お
婆
さ
ん
達
が
延
々
と
長
蛇
の
列
を
作
っ
て
そ
の
観
青
様
に
水
を
掛
け

て
い
ま
し
た
。
列
の
中
の
お
婆
さ
ん
に

「
ど
の
く
ら
い
待
っ
て
い
る
ん

で
す
か
。

」
と
尋
ね
ま
す
と
、
「
一
時
間
く
ら
い
待

っ
て
い
る
。
何
し
ろ

水
を
掛
け
れ
ば
嬉
し
い
。
だ
か
ら
四
の
付
く
日
、
四
日
、
十
四
日
、
二

十
四
日
に
来
ま
し
て
、　
一
時
間
並
ん
で
水
を
掛
け
、
そ
し
て
帰
る
。

」
と

い
う
の
で
す
。
何
の
た
め
に
お
婆
さ
ん
達
は
水
掛
け
に
夢
中
に
な
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
秋
は
、
以
上
の
三
つ
を

「仏
教
と
水
」
の
底
辺
を
流

れ
る
形
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

悟
り
と
安
心

さ
て
、
い
よ
い
よ
本
題
の

「仏
教
と
水
」
に
入
る
の
で
す
が
、
こ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず

「仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
規

定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
先
ず
も

っ
て
皆
さ
ん
に
簡
単
な

仏
教
の
解
説
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
な
る
べ
く
簡
単
に
世
俗

的
な
意
味
で
水
に
関
連
の
あ
る
こ
と
だ
け
を
中
心
に
解
説
し
て
行
こ
う

と
思
い
ま
す
。

仏
教
と
い
う
の
は
、　
一
つ
の
言
い
方
で
す
が
、
「悟
り
」
、
こ
れ
に
到

達
す
る
た
め
の

ア
つ
の
方
法
で
す
。
仏
教
の
究
極
の
目
標
は

「悟
り
」

で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の

「悟
り
」
と
い
う
の
は
簡
単
に
出
来
な
い
の
で

す
。
例
え
ば
、
「世
の
中
は

『地
水
火
風
空
』
で
出
来
て
い
る
、
分
か
り

ま
し
た
か
。

」
、
「分
か
り
ま
し
た
。

」
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
「悟
り
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

「悟
り
」
を
説
明
す
る
た
め
の

一
つ
の
手
段
に

し
か
す
ぎ
な
い
。

例
え
ば
三
法
印
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「諸
行
無
情
、
諸
法
無
我
、
涅
槃
寂
静
」
、
こ
の
三
つ
が
三
法
印
。
中
に

は
も
う

一
つ

「
一
切
皆
苦
」
を
入
れ
て
こ
れ
こ
そ
仏
教
だ
と
い
う
人
も

い
ま
す
。
「諸
行
無
情
」
と
い
う
の
は

「全
て
の
も
の
は
常
が
な
い
。
た

え
ず
移
り
変
わ
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る

」
。
、
「諸
法
無
我
」
と
い
う
の
は

「全
て
の
き
ま
り
は
、
永
久
に
続
く
も
の
で
は
な
い
、
時
々
刻
々
変
わ

る
も
の
で
あ
る
。」
、
そ
し
て

「
涅
槃
寂
静
、
静
か
に
落
ち
着
い
て
、
世

の
中
が
平
均
的
に
ち
ら
ば
る
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
、
全
て
の
悩
み
と

い
う
も
の
は
な
く
な
る
。

」
。
主
観
的
に
考
え
ま
す
と
、
自
分
が
死
ね
ば

全
て
は
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
し
四
つ
に
す
る
と
し
た
ち
、

「
一
切
皆
苦
、
全
て
が
苦
し
み
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が

は
っ
き
り
判

っ
た
と
き
に

「悟
り
」
に
達
し
た
の
だ
と
。
こ
ん
な
に
簡

単
な
ら
皆
さ
ん
．
も
う
悟
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
全
然

悟
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
の
二

（四
）
法
印
も

「
悟
り
」

に
至
る

一
つ
の
手
段
と
考
え
て
も
良
い
し
、
仏
教
の
構
成
理
論
と
考
え

て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
図
―
二
の
⑥
に
い
て
、
あ
あ
三
法
印
が
分
か
っ

・ ・(■ 'う

｀
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ワープ
(信仰等)

0真の悟り

図-2 悟り、安心、信仰の構造

仏教に縁のある者
のいる所

仏教に無関心な

大衆のいる所

た
、
五
大
が
分
か
っ
た
、
何
々
が
分
か
っ
た
、
分
か
っ
た
、
と
言
っ
て

も
図
中
の
①
の

「悟
り
」
に
到
達
し
な
い
。
で
は

「悟
り
」
と
は
、
何

か
。
お
釈
迦
様
、　
つ
ま
り
釈
尊
は
難
行
苦
行
を
し
た
。
猛
烈
な
難
行
苦

行
を
し
て
結
局
こ
れ
が
分
か
ら
な
い
。
山
か
ら
降
り
て
、
若
い
女
の
子
、

私
は
若
い
女
の
子
と
い
う
の
が
大
変
良
い
と
思
う
の
で
す
が
、
に
牛
乳

を

一
杯
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
明
け
の
明
星
で
す
か
、
が
キ
ラ
ッ
と
光
っ

て
悟
っ
た
と
言
う
の
で
す
ね
。
で
も
こ
の
図
中
①
の
悟
り
は
私
達
が
い

く
ら
学
ん
で
も
判
ら
な
い
。
た
だ
修
業
を
し
学
問
を
し
て
限
り
な
く
こ

の
悟
り
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
修
業

・
学
問
を
す

る
そ
の
こ
と
が
仏
教
の
目
的
、　
い
や
仏
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

と
こ
ろ
で
水
掛
け
観
音
、
水
を
ジ
ァ
ー
と
掛
け
、
た
わ
し
で
こ
す
る
。

こ
れ
、
こ
す
っ
て
ど
う
な
る
の
で
す
か
。
お
婆
さ
ん
が
安
心
す
る
の
で

す
ね
。
こ
の
安
心
と
い
う
こ
と
は

一
種
の
悟
り
な
ん
で
す
。あ
―
良
か
っ

た
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
は
テ
ー
マ
に

「悟
り
と
安
心
」
と

書
い
た
の
で
す
。
安
心
と
い
う
言
葉
は
仏
教
で
は

「あ
ん
し
ん
」
と
言

い
ま
す
が
、
「あ
ん
じ
ん
」
と
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る

と
、
水
掛
け
観
音
に
水
を
掛
け
た
お
婆
さ
ん
の
悟
り
と
い
う
の
は
、
真

の
悟
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
お
婆
さ
ん
に
と
っ
て
は
同
じ
な
ん

で
す
。
世
の
中
の
人
々
全
部
が
安
心
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
は

一
番
大
切

な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
私
は
、
悟
り
と
安
心
と
は
図

―
二
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
図
―
二

ヽ ,

安 心

卜 、

‐
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の
斜
線
部
分
全
体
系
が
悟
り
な
ん
だ
、　
一
番
底
辺
が
安
心

（あ
ん
じ

ん
）
、
そ
し
て
安
心
を
極
め
す
べ
て
が
分
か
っ
た
所
で
真
の
悟
り
に
至
る

と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

真
の
悟
り
に
至
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
、
先
ず
私
達
、
仏
教
と
縁

を
持
つ
者
は
図
―
二
の
内
側
の
円
筒
の
周
り
に
い
る
の
で
す
。
三
法
印

が
分
か
っ
た
、
何
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
円
筒
の
壁
か
ら
円
錐

の
壁
に
向
っ
て
進
む
こ
と
な
ん
で
す
。
水
掛
け
観
音
は

一
番
底
辺
の
方

で
す
。
三
法
印
は
少
し
上
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
円
筒
の
壁
か
ら

円
錐
の
壁

へ
、
両
者
の
間
隙
を
飛
び
越
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か

も
真
の
悟
り
に
至
る
に
は
、
間
隙
は
し
だ
い
に
広
が
る
の
で
す
。
こ
の

飛
び
越
る
の
が
、
飛
び
越
え
さ
せ
る
の
が
、
仏
教
の
教
え
な
ん
で
す
。

一
番
底
辺
は
水
を
掛
け
れ
ば
い
い
。
簡
単
で
す
。
そ
れ
で
も
悟
れ
ま
す

が
、
そ
の
悟
り
は
低
い
悟
り
で
す
。
し
た
が
っ
て
す
ぐ
に
心
が
迷
っ
て

き
ま
す
。

お
経
と
仏
像

飛
び
越
え
る
の
に
ど
の
よ
う
な
越
え
方
が
あ
る
か
。
い
ろ
ん
な
段
階

に
よ
っ
て
飛
び
越
え
る
距
離
が
違
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
、
そ
の
段
階

を
踏
ま
え
て
導
か
れ
た
。
そ
の
結
品
が
お
経
な
ん
で
す
。
お
経
と
い
う

の
は
、
簡
単
に
言
う
と

一
般
の
人
が
悟
り
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
お
釈
迦
様
が
説
い
た
お
話
な
ん
で
す
。

真
の
悟
り
に
達
す
る
手
段
は
お
経
の
他
に
も
う

一
つ
あ
り
ま
す
。
象

徴
を
作

っ
て

「
お
い
で
、
お
い
で
」
と
や
る
わ
け
で
す
。
こ
の
象
徴
と

お
経
と
は

一
体
に
な
る
。
こ
れ
が
仏
で
す
。
釈
尊
以
外
の
仏
で
す
。
阿

弥
陀
仏
が
あ
り
、
大
日
如
来
が
あ
る
。
「
こ
う
い
う
の
が
あ
る
ぞ
、
こ
れ

を
目
指
し
て
来
い
」
と
言
え
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
人
も
あ
れ
ば
、

南
無
妙
法
連
華
経
と
い
う
人
も
あ
る
、
南
無
大
日
如
来
と
い
う
人
も
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
日
標
を
目
指
し
て
、
真
の
悟
り
に
向
か
う
。
こ
れ
が
お

経
と
仏
像
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を

一
生
懸
命
勉
強
し
て
、
そ
れ

で
も
な
か
な
か
真
の
悟
り
に
は
達
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
何
と
か
そ
の
壁

を
打
ち
破
る
た
め
に
お
経
と
か
仏
と
か
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
て
接
近
す

る
方
法
、
そ
れ
が
修
行
で
す
。　
一
生
懸
命
修
行
す
る
、
修
行
に
も
い
ろ

い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
修
行
を
す
る
こ
と
で
し
だ
い
に
真
の
悟

り
に
近
づ
く
、
そ
う
い
う
方
法
が

一
つ
あ
る
わ
け
で
す
。

信
仰

と
こ
ろ
が
も
う

一
つ
間
隙
を
ポ
ン
と
飛
び
越
え
る
方
法
が
あ
る
。
そ

れ
は
信
仰
で
す
。
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
と
か
、
信
ず
る
者
が
勝
つ
と
か

言
い
ま
す
。
信
し
れ
ば
間
隙
を
ふ
わ
―
っ
と
飛
ん
で
、　
い
わ
ば
ワ
ー
プ

し
て
飛
び
越
え
ら
れ
る
。
念
仏
を
唱
え
れ
ば
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る

と
い
う
よ
う
な
信
仰
が
そ
の
代
表
で
し
よ
う
。

座
禅
は
修
行
の
内
に
入
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
座
禅
を
し
て
心
を

静
か
に
す
れ
ば
悟
り
に
近
づ
く
、
こ
れ
も
信
仰
の

一
種
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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126-―第 7話 仏教 と水

さ
て
、
仏
教
の
働
き
に
は
も
う

一
つ
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
で
悟
り
を
得
よ
う
と
い
う
人
に
は
以
上
の
方
法
で
よ
い
の
で
す

が
、
仏
教
に
全
く
関
心
の
無
い
大
衆
が
図
で
示
す
よ
う
に
更
に
外
側
に

い
る
の
で
す
。
図
―
二
の
外
側
の
円
筒
で
す
。
内
側
の
円
筒
は
仏
教
を

信
仰
し
よ
う
と
い
う
人
達
で
す
。
外
側
の
人
達
に
対
し
て
は
ど
う
す
る

か
。
と
も
か
く
外
側
か
ら
内
側
の
円
筒
ま
で
も
っ
て
く
る
、　
こ
れ
も
仏

教
の
も
う

一
つ
の
働
き
で
す
。
「縁
無
き
衆
生
は
度
し
難
し
」
と
い
う
無

縁
の
衆
生
に
仏
縁
を
付
け
る
。
こ
れ
も
仏
教
の
重
要
な
側
面
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
い
い
か
げ
ん
な
仏
教
の
話
で
し
た
が
、
お
分
か

り
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

水
の
形
と
性
質

さ
て
、
仏
教
の
次
は
水
で
す
。
仏
教
で
は
ワ
ー
プ
さ
せ
る
、　
つ
ま
り

信
仰
に
入
ら
せ
る
た
め
に
よ
く
水
を
用
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
水
を
ど
の

よ
う
に
取
り
上
げ
る
の
か
。
第

一
に
形
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
日
本

人
と
し
て
水
を
考
え
る
と
、
先
ず
海
が
あ
り
ま
す
。
次
に
川
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
湧
水
、
泉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
つ
が
日
本
人
の
生
活

中
に
お
け
る
水
な
の
で
す
。
こ
の
三
つ
の
水
か
ら
私
達
は
何
を
導
き
出

す
の
で
し
ょ
う
か
。　
一
つ
は
動
の
世
界
で
す
。
川
は
、
た
え
ず
移
り
変

わ
っ
て
行
き
ま
す
。
水
流
の
変
化
、
流
転
。
海
も
そ
う
で
す
。
た
え
ず

波
が
打
ち
寄
せ
動
い
て
い
る
。
二
つ
に
静
の
世
界
で
す
。
水
は
静
止
し

ま
す
と
、
水
面
は
鏡
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
静
寂
な
姿
を
表
す
。

二
つ
日
は
海
が
そ
う
な
の
で
す
が
、
遠
い
世
界
と
の
間
を
離
す
、　
つ
ま

り
障
確

に
な
る
。
例
え
ば
川
も
江
戸
時
代
以
前
の
人
々
に
は
障
現
で
、

川
を
上
流
か
ら
下
流
ま
で
歩
く
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
で
し
た
。
川
下

は
他
国
な
ん
で
す
。
行
け
な
い
場
所
な
ん
で
す
。
昔
は
川
も
障
凝
。
以

上
が
形
か
ら
考
え
た
水
の
特
色
で
す
。

第
二
は
、
水
の
性
質
で
す
。
こ
れ
は
澄
ん
で
非
常
に
美
し
い
、
奇
麗

で
あ
る
、
清
浄
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
水
は
人
間
生
活
に
欠
く
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
農
業
生
産
に
、
ま
た
飲
み
水
と

し
て
。
そ
の
他
生
活
用
水
と
し
て
絶
対
必
要
で
す
。　
つ
ま
り
日
本
の
水

は
形
の
上
で
先
に
述
べ
た
特
色
を
持
ち
、
性
質
の
上
で
清
浄
で
あ
り
、

人
間
生
活
の
上
で
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ド
の
仏
教

仏
教
が
生
ま
れ
た
の
は
イ
ン
ド
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
水
を
ど
う
考
え

て
い
る
か
。
釈
迦
が
仏
教
を
説
き
初
め
た
頃
の
イ
ン
ド
の
川
は
、
も
の

す
ご
く
幅
が
広
く
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
、
そ
れ
に
あ
ま
り
奇
麗

な
川
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
川
を
見
な
が
ら
、
お
釈
迦
様
は
仏
教
を
つ

く
っ
た
の
で
す
か
ら
、
仏
教
の
中
に
は
清
浄
で
あ
る
と
か
、
川
は
急
流

で
あ
る
と
か
、
そ
ん
な
考
え
は
な
い
。
だ
か
ら
イ
ン
ド
の
根
本
仏
教
に

は
水
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
入
っ
て
こ
な
い
。
例
え
ば
仏
像
は
沢
山
あ

り
ま
す
が
、
水
に
直
接
関
係
す
る
仏
像
は
、
弁
天
だ
け
で
す
。
従
っ
て
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第 7話 障 と水-127
イ
ン
ド
仏
教
の
中
で
は
水
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

そ
れ
で
は
仏
教
が
中
国
に
渡
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で
別
の
話

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ま
せ
ん
。

中

国

と
大
乗
経

典

お
経
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
が
人
々
を
救
う
た
め
に
お
説
教
さ
れ

た
こ
と
を
書
い
て
あ
る
と
申
し
ま
し
た
。
世
間

一
般
で
も
そ
う
言
わ
れ

て
い
ま
す
し
、
仏
教
の
解
説
の
本
に
も
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
実
は

そ
れ
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
た
後
、
弟
子
達

が
集
ま
り
ま
し
て
、
お
釈
迦
様
が
ど
の
よ
う
な
話
を
お
前
に
し
た
か
、

私
は
こ
う
聞
い
た
、
我
か
く
の
如
く
聞
き
き
、
「我
聞
如
是
」。
お
経
の

本
は
ど
れ
も
そ
の
よ
う
に
し
て
は
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
お
経
と

い
う
の
は
お
釈
迦
様
の
説
法
だ
と
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
様

が
亡
く
な
っ
た
当
時
、
イ
ン
ド
の
お
釈
迦
様
の
弟
子
達
は
非
常
に
優
秀

で
良
く
勉
強
し
て
い
る
人
達
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
お
釈
迦
様
は
難
し

い
事
ば
か
り
説
い
て
い
る
。
だ
か
ら

一
般
の
人
に
は
分
か
り
に
く
い
。

一
般
の
人
達
は
、　
一
生
懸
命
勉
強
し
て
少
し
で
も
お
釈
迦
様
に
近
付
こ

う
、
そ
の
た
め
に
は
お
経
を
読
も
う
。
そ
う
い
っ
た
考
え
方
で
し
た
。

そ
の
う
ち
こ
の
よ
う
な
人
々
の
間
で
、
お
釈
迦
様
の
説
く
悟
り
は
、
と

て
も
難
か
し
い
。
も
っ
と
楽
な
悟
り
で
良
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
悟

り
に
達
す
る
の
に
も
っ
と
楽
な
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ

う
な
考
え
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
簡
単
に
悟
り
に
到
達
す
る
方
法
、
即

ち
ワ
ー
プ
が
考
え
出
さ
れ
ま
し
た
。
彼
等
は
自
分
の
考
え
を
人
々
に
説

き
、
そ
れ
を
勧
め
た
。
そ
れ
が
大
乗
経
な
の
で
す
。
日
本
の
各
宗
派
が

使

っ
て
い
る
お
経
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
大
来
経
典
で
す
。
だ
か
ら
お
釈

迦
様
の
直
接
の
教
え
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
お
経
も
す
べ

て

「我
間
如
是
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

大
未
経
典
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
の
で
す
が
、
こ

の
う
ち
大
衆
に
規
し
ま
れ
て
い
る
経
典
の

一
つ
が
浄
土
二
部
経
で
す
。

こ
の
経
典
で
は
阿
弥
陀
仏
の
力
で
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
前
を
十
回
唱
え
る
だ
け
で
、
極
楽
浄
土
に
、

ワ
ー
プ
出
来
る
と
い
う
の
で
す
。

八
功
徳
水

実
は
、
こ
の
極
楽
浄
上
の
中
に
水
が
出
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
を
八

功
徳
水
と
言
い
、
そ
の
説
明
が
詳
し
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

極
楽

の
水
に
は
八

つ
の
功
徳
が
あ
る
。　
つ
ま
り
甘

い
、
冷
た
い
、
柔
ら

か
い
、
軽

い
、
そ
し
て
清
浄
で
あ
る
、
臭

い
が
な
い
、
喉
を
痛
め
な
い
、

腹
を
こ
わ
さ
な

い
。
こ
れ
が
極
楽
浄
土
の
水
で
あ
る
。
で
も
現
世
の
水

は
、

こ
の
場
合
は
中
国
な
の
で
す
が
、

こ
の
逆
で
す
。
飲
ん
だ
ら
腹
を

こ
わ
す
、
臭

い
ん
で
す
、
そ
し
て
喉
が
痛
む
の
で
す
。
だ
か
ら
八
功
徳

水
を
望
ん
で
極
楽
に
生
ま
れ
よ
う
と
い
う
阿
弥
陀
信
仰
が
生
ま
れ
る
の

で
す
。

′
キご1■  . .I



128-第 7話 雌 と水

と
こ
ろ
が
、　
こ
の
よ
う
な
八
功
徳
水
が
現
実
に
存
在
す
る
国
が
あ
る
。

そ
れ
が
日
本
。
今
で
も
日
本
の
山
の
水
は
八
功
徳
水
で
す
。
だ
か
ら
ロ

本
は
極
楽
。
日
本
の
水
は
極
楽
の
水
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
も
当
然

生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
水
は
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ

な
か
っ
た
、
中
国
で
も
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
、
奇
麗
な
水
は
貴
重
品
で

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
来
れ
ば
綺
麗
な
水
は
当
た
り
前
。
こ
の
こ

と
が
日
本
仏
教
と
水
と
の
関
連
を
考
え
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の

で
す
。

奈
良
仏
教
と
水

そ
れ
で
は
日
本
仏
教
と
水
の
関
係
を
時
代
を
追

っ
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
．
奈
良
仏
教
で
す
。
こ
の
時
代
の
仏
教
は
三
論
、
法
相

倶
合
、
華
厳
、
鑑
真
の
伝
え
た
律
宗
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

理
論
的
、
学
問
的
な
の
で
す
。
学
問
的
だ
か
ら
人
々
の
安
心
の
た
め
に

は
病
気
に
な
っ
た
ら
薬
を
あ
げ
な
さ
い
、
医
者
が
必
要
で
あ
る
、
農
業

を
す
る
た
め
に
は
橋
が
必
要
だ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
全
て
お
坊
さ
ん

に
要
求
さ
れ
て
く
る
。
で
す
か
ら
こ
の
時
代
の
お
坊
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ

な
学
問

・
技
術
に
精
通
し
て
い
た
。
そ
れ
で
水
を
人
々
の
信
仰
に
使
う

と
と
も
に
、
他
の
意
味
で
大
い
に
活
用
し
た
。
例
え
ば
、
行
基
と
い
う

僧
が
い
ま
す
。
最
初
は
あ
ま
り
に
も
優
秀
な
技
術
を
持

っ
て
い
た
た
め

僧
侶
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
後
に
は
大
仏
を
造
る
中

心
に
な
っ
た
人
物
で
す
。
彼
は
橋
を
六
、
溜
め
池
を
十
五
、
堀
を
四
、

用
水
路
を
七
、
船
着
き
場
を
二
造

っ
た
。
こ
れ
は
現
代
の
学
者
が
行
基

が
造
っ
た
と
は
っ
き
り
分
か
る
も
の
を
調
べ
上
げ
た
結
果
で
す
。
つ
ま

り
お
経
を
読
む
と
か
説
法
す
る
と
か
で
は
な
く
、
具
体
的
な
も
の
を

や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
空
海
も
同
し
で
す
。
讃
岐
平
野
の
満
濃
池
、

日
本
最
大
の
溜
め
池
、
あ
の
規
模
に
し
た
の
は
空
海
の
改
修
に
よ
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
水
に
関
連
す
る
土
木
事
業
は
何
の
た
め
に

し
た
か
。
当
時
の
人
々
の
生
活
の
支
え
、
農
業
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
人
々
を
信
用
さ
せ
、
仏
を
信
し
な
さ
い
と
言
う
。
人
々
は
あ
の
人
の

言
う
こ
と
だ
か
ら
と
い
う
の
で
ワ
ー
プ
す
る
。
こ
れ
も
奈
良
仏
教
の
大

き
い
布
教
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
す
。

山
岳
信
仰
と
密
経

次
に
、
日
本
は
紀
元
前
後
の
頃
水
稲
栽
培
が
入
っ
て
き
ま
す
。
水
稲

栽
培
に
は
絶
対
に
水
、
つ
ま
り
雨
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
日
本
で
は
農

業
神
に
対
す
る
信
仰
が
古
来
か
ら
極
め
て
強
か
っ
た
。
例
え
ば
奈
良
盆

地
、
水
を
求
め
て
水
源
を
訪
ね
ま
す
と
吉
野
川
の
最
上
流
に
は
水
分
（み

く
ま
り
）
神
社
が
あ
り
ま
す
。
水
源
の
神
様
で
、
そ
れ
に
対
し
て
の
信

仰
が
大
変
盛
ん
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
山
の
上
で
す
か
ら
足
の
強
い
人
で

な
い
と
行
け
な
い
。
そ
こ
で
先
達
が
出
て
き
て
、
例
え
ば
雨
の
降
ら
な

い
と
き
に
は
代
わ
り
に
水
分
神
を
拝
む
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
が
強
ま
っ

て
や
が
て
山
そ
の
も
の
か
ら
水
が
出
て
く
る
、
山
が
水
を
与
え
て
く
れ

る
と
い
う
山
岳
信
仰
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
山
の
信
仰
を
非
常
に
強
く
打

■'t‐ lliⅢ
“

｀
、



Ｔ
一
ヤー鶉 第 7話 饉 と水-129

ち
出
し
た
人
が

「役
の
小
角

（え
ん
の
お
ず
ぬ
）
」
と
い
う
人
で
す
。
彼

が
山
岳
信
仰
を
体
系
化
し
た
頃
、
奈
良
か
ら
平
安
に
か
け
て
の
頃
で
す

が
、
日
本
に
新
し
い
仏
教
が
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
密
教
で
す
。

密
教
と
は
、
人
に
知
ら
せ
な
い
教
え
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
難
し

く
て
、
深
遠
で
、
神
秘
で
、
普
通
の
人
に
は
と
て
も
理
解
出
来
な
い
。

つ
ま
り
高
野
山
、
比
叡
山
の
真
言
宗
、
天
台
宗
の
お
寺
は
、　
一
般
の
民

衆
は
近
寄
り
難
い
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
真
言
の
人
達
は
、　
一
般
の
民
衆
を
ど
の
よ
う
に
し
て
救
お
う

か
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
は
図
―
二
の
底
辺
の
方
ま
で
下
げ
て
来
な

い
と
い
け
な
い
。
そ
し
て
短
い
間
隙
を
ワ
ー
プ
す
る
方
法
と
し
て
呪
文
、

呪
法
と
い
う
も
の
を
使
う
。
例
え
ば
平
清
盛
が
熱
病
に
罹
っ
た
と
き
坊

さ
ん
が
側
で
祈
藤
を
上
げ
る
。
当
時
の
人
達
は
そ
れ
で
ワ
ー
プ
出
来
た

の
で
す
。
そ
の
密
教
の
呪
法
と
役
の
小
角
の
水
が
結
び
付
き
出
来
た
の

が
修
験
道
で
す
。
こ
の
修
験
道
の
中
心
は
吉
野
で
す
。
吉
野
の
奥
に
は

大
峰
、
さ
ら
に
熊
野
と
こ
の
山
岳

一
帯
に
栄
え
ま
し
た
。
そ
の
後
天
台

と
真
言
が
勢
力
争
い
を
し
て
、
天
台
が
お
さ
え
た
熊
野
が
中
心
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
修
験
道
は
呪
法
を
し
ま
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
聖
な
る

水
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。　
一
番
普
遍
的
な
水
の

使

い
方
は
、
「灌
頂
」
と
い
う
儀
式
で
す
。
浄
上
教
で
も
や
る
の
で
す

が
。
水
は
聖
な
る
も
の
、
仏
の
考
え
を
相
手
に
伝
え
る
も
の
と
い
う
位

置
付
け
で
、
例
え
ば
仏
像
開
眼
の
時
な
ど
お
香
を
た
ら
し
た
水
を
仏
像

の
頭
に
ち
ょ
っ
と
付
け
る
と
魂
が
移
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
灌
頂

は
、
天
台
、
真
言
の
仏
法
を
伝
え
る
最
高
の
方
法
と
し
て
出
来
ま
し
た
。

灌
頂
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
初
め
は
秘
密
の
教
え
を
伝
え
終
わ
っ

た
証
し
に
や
っ
た
が
、
し
ま
い
に
は
師
匠
と
弟
子
の
関
係
を
結
ぶ
た
め
、

つ
い
に
は
檀
家
に
ま
で
灌
頂
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
も
か
く
そ
う

い
う
こ
と
に
彼
等
は
水
を
使

っ
た
。

と
こ
ろ
が
と
も
か
く
面
倒
で
あ
る
。
も
っ
と
簡
単
な
方
法
は
な
い
か

と
考
え
て
み
た
。
あ
そ
こ
に
那
智
の
滝
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。　
一
人

の
お
坊
さ
ん
が
ワ
ー
プ
の
た
め
に
は
呪
文
も
必
要
だ
が
、
修
行
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
那
智
の
滝
の
中
で
裸
に
な
っ
て
析
り
を
始
め
た
。

こ
れ
が
裸
形
上
人
。
こ
れ
は
滝
に
打
た
れ
て
修
行
し
た
最
初
の
僧
と
い

う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
以
前
か
ら
あ
っ
た
雨
の

信
仰

（雨
は
水
が
蒸
発
し
て
空
に
上
が
り
、
再
び
降
り
て
き
ま
す
、
こ

れ
を
中
国
で
は
竜
に
例
え
た
）
の
対
象
に
那
智
の
滝
が
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
つ
い
に
は
熊
野
は
浄
土
で
あ
る
、
仏
の
世
界
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
本
地
垂
逃
（ほ
ん
じ
す
い
し
ゃ
く
）

と
い
う
説
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
仏
が
本
地
で
、
そ
れ
が
形

を
変
え
て
現
れ
た
も
の
が
神
で
あ
る
。
例
え
ば
大
日
如
来
が
本
地
で
、

そ
れ
が
形
を
変
え
て
現
れ
た
の
が
天
照
大
御
神
で
あ
る
。
そ
う
い
う
考

え
方
で
す
。
こ
れ
以
後
熊
野
の
社
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
仏
と
結
び
付
き

ま
し
た
。
熊
野
の
本
宮
大
社
の
神
は
阿
弥
陀
如
来
が
形
を
変
え
た
も
の

だ
と
い
う
よ
う
に
熊
野
に
あ
っ
た
神
社
が
全
て
お
寺
と
結
び
付
く
ん
で

す
。
そ
し
て

一
番
中
心
が
阿
弥
陀
仏
に
な
る
の
で
す
。
あ
そ
こ
は
水
が
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綺
麗
だ
、
八
功
徳
水
が
湧
い
て
い
る
、
極
楽
浄
土
だ
、
と
い
う
考
え
方

が
生
ま
れ
熊
野
浄
土
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

浄
土
教
と
水

さ
て
、
次
に
末
法
思
想
で
す
が
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
に
な
る
と
武

士
が
台
頭
し
て
き
ま
す
。
非
常
に
陰
惨
な
時
代
に
入
る
。
と
こ
ろ
が
お

釈
迦
様
の
説
法
の
中
に
は

「
私
が
死
ん
だ
後
、
千
年
す
れ
ば
正
法
の
時

代
、
即
ち
自
分
の
教
え
が
正
し
く
行
き
渡

っ
た
時
代
に
な
り
、
そ
の
次

の
千
年
は
像
法
の
時
代
で
教
え
が
形
だ
け
残
る
。
二
千
年
を
過
ぎ
る
と

末
法
の
時
代
で
、
教
え
も
形
も
全
て
崩
壊
す
る
時
代
に
な
る
。

」
と
い
う

こ
と
を
説
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
再
び
救
い
に
現
れ
る
の
が
弥
新
菩
薩

で
す
。
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
現
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
仏
教
っ

て
の
は
話
が
大
き
い
ん
で
す
。
と
も
か
く
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
て
二

千
年
経
つ
と
世
の
中
乱
れ
に
乱
れ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が

一
千
五
十
二
年
、

持
承
七
年
、　
こ
れ
が
丁
度
二
千
年
目
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の

死
ん
だ
年
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
あ
や
ふ
や
で
す
よ
。
中
国
に
壬
申

つ
ま
り
六
十
年
に

一
度
世
の
中
が
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

お
釈
迦
様
が
死
ん
だ
の
は
必
ず
壬
申
の
は
ず
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
考
え

る
と
紀
元
前
九
四
九
年
だ
。
こ
の
基
準
で
二
千
年
目
に
な
る
ん
で
す
。

こ
の
年
に
長
谷
寺
が
焼
け
ま
す
。
平
家
の
横
暴
極
ま
る
世
に
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
し
て
源
氏
と
の
戦
い
が
起
き
ま
す
。
当
時
の
人
々
に
末
法
の

世
が
実
感
さ
れ
、
皆
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
、

「遠
離
機
土
欣
求
浄
土
」
と
い
う
考
え
方
が
強
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て

浄
上
宗
と
か
浄
土
真
宗
と
か
持
宗
が
生
ま
れ
て
来
る
の
で
す
。

さ
て
、
先
に
一「口
い
ま
し
た
よ
う
に
寺
に
は
水
が
必
要
だ
。
真
言
、
天

台
で
は
仏
に
あ
げ
る
水
で
あ
る
、
ま
た
は
灌
頂
の
た
め
の
水
で
あ
る
。

聖
な
る
水
で
あ
る
、
と
い
う
形
を
と
り
ま
し
た
が
、　
こ
こ
に
来
て
、
そ

れ
よ
り
も
水
は
極
楽
浄
土
の
水
を
表
す
よ
う
な
静
か
な
水
が
良
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
強
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
浄
土
教
の
寺
で
は
浄

上
庭
園
と
い
う
石
の
組
み
方
の
違
う
庭
国
が
生
ま
れ
て
来
ま
す
。
三
尊

形
式
と
言
い
ま
し
て
、
阿
弥
陀
、
勢
至
、
観
音
と
い
う
三
つ
の
石
を
中

心
に
し
て
．
極
楽
浄
土
を
表
現
す
る
こ
ん
な
庭
園
で
す
。
文
京
区
に
土

蔵
造
り
の
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
講
安
寺
と
い
う
寺
で
、
江
戸
時
代
の
中

期
に
出
来
ま
し
た
。
土
蔵
だ
か
ら
火
災
に
全
然
焼
け
な
い
。
こ
こ
の
本

堂
に
は
浄
土
の
池
を
表
す
板
敷
き
が
あ
る
、
阿
弥
陀
様
の
真
前
で
漆
塗

り
に
し
て
あ
り
、
ぴ
か
ぴ
か
光

っ
て
、
極
楽
の
池
を
表
し
て
い
る
。
こ

れ
が
浄
土
庭
園
の
原
型
で
す
。
そ
れ
が
外
に
出
る
と
二
尊
形
式
と
言
わ

れ
る
浄
土
庭
園
と
な
る
の
で
す
。

浄
土
教
の
坊
さ
ん
は
、　
一
般
の
人
達
を
極
楽
に
導
く
た
め
に
紙
芝
居

を
作

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
視
経
曼
陀
羅
と
言
い
ま
す
。
真
ん
中
に
極

楽
の
絵
、
そ
の
周
辺
に
カ
ピ
ラ
城
で
の
事
件
の
物
語
。
さ
ら
に
極
楽
の

見
方
が
十
六
通
り
画
い
て
あ
る
。
そ
の
第
二
番
目
が
水
想
観
。
水
と
氷

の
美
し
く
輝
い
て
い
る
の
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
極
楽
を
眺
め

る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
五
番
目
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の
宝
池
視
。
こ
こ
で
八
功
徳
水
が
出
て
く
る
。
水
を
極
楽
の
非
常
に
有

用
な
要
素
と
し
て
画
い
て
あ
る
。

こ
の
観
経
曼
陀
羅
の
最
初
は
、
当
麻
寺
の
本
尊
の
当
麻
曼
陀
羅
で
す
。

浄
土
信
仰
が
ま
だ
出
て
来
な
い
前
の
古
い
時
代
の
も
の
で
す
が
、
平
安

の
終
わ
り
に
浄
土
教
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
、
こ
れ
を
真
似
た
よ
う

な
も
の
が
沢
山
出
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て

一
般
の
人
達
に
極
楽
往
生
を

教
え
る
。
そ
の
中
の
重
要
な
要
素
と
し
て
こ
の
水
想
観
、
八
功
徳
水
を

教
え
た
の
で
す
。

禅
宗
と
水

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
禅
宗
が
入
っ
て
来
ま
す
。
禅
宗
と
い
う
教
え
は
、

た
だ
座
れ
ば
良
い
。
座
っ
て
、
先
ず
心
を
静
か
に
し
て
練
る
、
乱
れ
た

思
い
に
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
の
を
正
し
く
見
極
め
る
、
こ

れ
が
座
禅
で
す
。
浄
土
宗
は
、
正
面
に
阿
弥
陀
如
来
を
祀
り
ま
す
。
真

言
、
天
台
は
大
日
如
来
を
祀
る
、
華
厳
は
毘
慮
遮
那
仏
を
祀
る
。
と
こ

ろ
が
禅
宗
は
本
尊
を
あ
ま
り
特
定
し
な
い
。
そ
れ
で
は
何
が
中
心
か
と

い
う
と
、
強
い
て
云
え
ば
自
分
の
師
匠
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
師
匠
が

亡
く
な
る
と
、
師
匠
が
書

い
た
書
、
ま
た
は
師
匠
の
姿
を
等
身
大
に
作

り
ま
し
て
、
そ
れ
を
祀
る
の
で
す
。
祖
師
像
で
国
宝
に
な

っ
て
い
る
も

の
が
禅
宗
に
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
そ
し
て
毎
日
お
茶
を
あ
げ
ま

し
た
。
お
茶
を
日
本
に
最
初
に
も
た
ら
し
た
の
は
栄
西
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
栄
西
は
禅
宗
の
僧
。
彼
が
梅
尾
の
高
山
寺
に
植
え
た
の
が
最

初
で
、
そ
れ
か
ら
次
第
に
広
が
っ
て
宇
治
に
伝
わ
る
の
で
す
。
つ
ま
り

禅
宗
の
坊
さ
ん
が
お
茶
の
木
を
植
え
、
薬
と
し
て
広
め
た
の
で
す
。
さ

て
禅
宗
で
は
お
茶
を
祖
師
に
あ
げ
る
の
は
前
に
お
話
し
た
よ
う
に
仏
に

あ
げ
る
の
と
同
じ
で
し
た
。
な
る
べ
く
綺
麗
な
水
を
使
い
、
そ
れ
が
し

だ
い
に
作
法
化
し
て

「茶
の
湯
」
に
発
展
し
ま
す
。

茶
の
作
法
に
は
流
れ
が
あ
り
、
起
状
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

「う
つ

ろ
う
」
と
い
っ
て
、
茶
人
た
ち
、
こ
こ
で
は
禅
宗
の
僧
達
と
云
っ
て
も

よ
い
で
し
ょ
う
、
は
大
切
に
す
る
の
で
す
。
う
つ
ろ
い
行
く
と
い
う
の

は
元
来
三
法
印
の
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
を
お
茶
の
中
に
生
か
し
た
。
だ

か
ら
禅
僧
に
と
っ
て
お
茶
は
、
リ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
禅
そ

の
も
の
、
だ
か
ら

「茶
禅

一
如
」
と
言
う
言
葉
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

お
茶
は
、水
を
選
び
ま
す
。従
っ
て
水
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
を
持
っ

て
く
る
。
ま
た
心
を
静
か
に
す
る
た
め
に
庭
が
必
要
に
な
る
。
茶
庭
の

登
場
で
す
。
庭
に
は
水
が
必
要
。
せ
せ
ら
ぎ
で
な
く
、
静
止
し
て
い
る

水
。
そ
の
静
か
な
庭
園
を
見
な
が
ら
彼
等
は
お
茶
を
た
し
な
む
。
さ
ら

に
こ
れ
が
極
限
ま
で
行
き
つ
く
と
枯
れ
山
水
に
な
り
ま
す
。
枯
山
水
と

は
水
が
い
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
水
の
大
切
さ
を
象
徴
し
た
も

の
な
の
で
す
。
ま
た
、
室
町
時
代
、
禅
宗
の
僧
侶
達
は
、
「わ
び
・さ
び
し

の
美
意
識
を
大
切
に
し
ま
し
た
。
「わ
び
、
さ
び
」
と
い
う
言
葉
の
意
味

は

「湿
り
気
」
で
す
。
湿
っ
て
い
て
、
庭
に
苔
が
生
え
て
い
る
、
本
の

肌
が
し
っ
と
り
し
て
い
る
、　
つ
ま
り
禅
宗
の
考
え
方
は
水
か
ら
離
れ
て

は
成
立
し
な
い
、
そ
う
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
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日
本
の
仏
教
と
水

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
生
活
に
追
わ
れ
る

一
般
民
衆
は
、
出
来
る
だ

け
簡
単
な
安
心

（心
の
救
い
）
を
求
め
よ
う
に
な
る
。
浄
土
諸
宗
も
禅

宗
も
こ
の
要
求
に
答
え
て
活
動
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
も
っ
と
直
接
的

に
仏
の
有
り
難
さ
が
分
る
よ
う
な
方
法
が
な
い
だ
ろ
う
が
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
清
冽
な
水
の
あ
る
日
本
に
い
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
水
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
、
そ
う
考
え
て
時
代
が
下

る
に
つ
れ
て
徹
底
的
に
水
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
信
仰
も

図
―
二
の
底
辺
の
方
に
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
水
は
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
仏
と
の
媒
体
で
あ
る
と
い
う
説

明
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
末
期
の
水
、
ま
た
赤
ん
坊
の
産
湯
、　
こ
れ
も
お

寺
の
井
戸
を
使
う
。
正
月
の
若
水
も
寺
に
汲
み
に
く
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。聖

な
る
井
戸
か
ら
聖
な
る
水
を
汲
み
、
産
湯
や
若
水
や
末
期
の
水
に

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
と
の
結
び
付
さ
が
強
め
ら
れ
る
。
こ
ん
な
形

で
水
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
え
ば
浄
土
に
住
来
で
き
る
と
い
う
の
が
、
浄
土

教
の
教
え
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
物
足
り
な
い
人
の
た
め
に
い
ろ
ん
な

信
仰
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
浄
土
は
西
方
十
万
億
上
の
彼
方

に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
人
は
遠
い
所
、
隔
絶
さ
れ

た
所
を
海
、
ま
た
は
大
き
い
川
で
表
す
習
慣
あ
り
、
こ
れ
が
海
の
向
こ

う
に
浄
土
が
あ
る
、
川
下
に
浄
土
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
生
み
だ
し

ま
す
。
川
や
海
に
精
霊
船
を
流
す
、
笹
船
に
お
雛
様
を
乗
せ
る
、
人
型

を
流
す
、　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
考
え
方
か
ら
出
て
く
る
の
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
観
音
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
。
観
音
の
本
当
の
名

は
世
青
、
世
の
人
々
の
苦
し
み
を
聞
き
、
そ
れ
に
応
し
て
対
処
し
て
く

れ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
願
う
人
々
に
応
し
て
千
変
万
華
に

変
化
し
て
い
く
。
観
音
三
十
三
身
、
三
十
三
変
化
。
観
音
は
こ
の
考
え

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
さ
ら
に
観
青
信
仰
が
強
ま
る
と
、
観
青

の
浄
土
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
補
陀
落

（ポ
ー
タ
ラ
カ
）
浄
土
が

そ
れ
で
す
。
そ
し
て
、　
つ
い
に
は

「補
蛇
落
浄
土
」
に
行
く
た
め
の
船

出
が
熊
野
で
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
補
蛇
落
渡
海
で
す
ね
。

ま
た
、
観
音
様
は
、
ど
ん
な
願
い
で
も
問

い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の

で
、
観
音
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
で
水
を
ジ
ャ
ー
と
か
け
る

欣
求
浄
土
の
橋
渡
し
に
水
が
使
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
さ
ら
に
目
が
悪
け

れ
ば
こ
の
水
を
付
け
れ
ば
治
る
と
い
っ
た
よ
う
な
民
間
信
仰
が
数
え
き

れ
ぬ
ほ
ど
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
水
が
聖
水
で
あ
る
、
清
浄
で
あ
る
、

同
時
に
か
け
る
こ
と
で
仏
と

一
体
に
な
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
ま
れ

て
来
た
の
で
す
。

日
本
人
の
美
意
識

最
後
に
横
山
大
観
の

「生
々
流
転
」
で
す
。
皆
さ
ん
は
あ
の
絵
を
御

覧
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
な
ん
と
も
一言
え
な
い
懐
か
し
さ
と
引
か
れ
る
も
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へ
行
き
ま
す
か
ら
。
こ
の
地
獄
の
表
現
は
、
当
時
の
僧
侶
や
絵
師
が
想

像
で
き
る
最
も
嫌
な
も
の
を
画
い
た
、
そ
う
考
え
て
下
さ
い
。

稲
場
　
お
寺
は
水
洗
便
所
が
多
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
嫌
な
も
の
が

出
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
お
寺
の
糞
便
は
地
獄

へ
行
く
わ
け
で
す
ね
。

清
水
　
川
に
流
す
と
清
浄
に
な
る
。
だ
か
ら
地
獄
に
行
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
地
獄
の
糞
便
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
理
屈
。
そ
ん
な
理
屈
で
な
く
、
た
だ
、
嫌
だ
、
汚
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
ね
。

相
場
　
曼
陀
羅
で
上
に
極
楽
、
下
に
地
獄
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
餓
鬼
道
に
落
ち
た
人
達
の
世
界
を
描
い

た
よ
う
な
。

消
水
　
地
獄
変
相
図
と
い
う
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
地
獄
・餓
鬼
・

畜
生

・
人

・
天
を
順
次
表
し
た
絵
で
す
。

稲
場
　
お
寺
と
は
何
で
し
ょ
ぅ
か
。

清
水
　
仏
教
を
支
え
る
人
間
が
僧
侶
集
団
を
作
り
ま
す
。
そ
の
集
団

が
生
活
す
る
場
が
寺
な
ん
で
す
。
野
宿
し
て
お
れ
ば
元
来
寺
は
い
ら
な

い
の
で
す
。
法
然
や
親
鷺
は

「
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
仏
の
教
え
な

の
で
、
寺
を
造

っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
本
来

は
寺
が
な
く
と
も
仏
教
は
あ
る
。

中
西
　
仏
教
で
水
を
使
う
時
の
戒
め
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

消
水
　
無
駄
に
使
う
な
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
い
ま
す
。
特
に
禅
宗

で
は
。
禅
宗
で
は
便
所
に
入
る
作
法
も
あ
り
ま
す
。
水
に
感
謝
し
て
、

中
に
入
っ
て
、
座

っ
て
用
を
足
す
わ
け
で
す
。
水
は
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
禅
宗
等
で
は
特
に
や
か
ま
し
く
言
い
ま
す
。

何
故
か
と
い
う
と
禅
宗
は
中
国
で
生
ま
れ
た
。
中
国
は
水
が
少
な
い
。

禅
宗
は
恐
ら
く
中
国
の
伝
統
を
守

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
西
　
捨
て
る
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
仏
教
で
は
特
に
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
水
は
結
局
巡

り
巡
っ
て
自
分
に
戻

っ
て
来
る
か
ら
、
汚
し
て
は
い
け
な
い
と
言
う
こ

と
は
よ
く
言
い
ま
す
ね
。
日
本
で
は
水
が
豊
富
だ
か
ら
、
汚
し
て
は
い

け
な
い
と
言
う
も
の
の
、
ど
ん
ど
ん
捨
て
ろ
と
い
う
の
が
、
日
本
の
仏

教
教
団
の
考
え
方
で
は
な
い
か
。
中
国
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
ね
。

中
西
　
お
寺
の
水
洗
便
所
の
構
造
は
。

清
水
　
川
の
上
に
便
所
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
流
れ
て
い
る
ん

で
す
。

北
川
　
根
本
仏
教
の
彼
岸
の
世
界
、
死
後
の
世
界
の
中
で
の
絵
姿
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
極
楽
の
世
界
の
絵
姿
と
全
く
違
っ

た
も
の
な
の
か
。
そ
れ
と
も
根
本
仏
教
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
無

か
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
。

清
水
　
極
楽
浄
土
を
表
現
し
た
お
経
は
、
無
量
寿
経
、
観
無
量
寿
経
、

阿
弥
陀
経
の
三
巻
が
中
心
に
な
る
。
こ
の
三
巻
の
中
に
極
楽
浄
土
が
出

て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
根
本
仏
教
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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日
本
の
仏
教
と
水

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
生
活
に
追
わ
れ
る

一
般
民
衆
は
、
出
来
る
だ

け
簡
単
な
安
心

（心
の
救
い
）
を
求
め
よ
う
に
な
る
。
浄
土
諸
宗
も
禅

宗
も
こ
の
要
求
に
答
え
て
活
動
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
も
っ
と
直
接
的

に
仏
の
有
り
難
さ
が
分
る
よ
う
な
方
法
が
な
い
だ
ろ
う
が
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
清
冽
な
水
の
あ
る
日
本
に
い
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
水
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
、
そ
う
考
え
て
時
代
が
下

る
に
つ
れ
て
徹
底
的
に
水
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
信
仰
も

図
―
二
の
底
辺
の
方
に
ど
ん
ど
ん
下
が
っ
て
き
ま
す
。

例
え
ば
水
は
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
仏
と
の
媒
体
で
あ
る
と
い
う
説

明
か
ら
生
ま
れ
る
の
が
末
期
の
水
、
ま
た
赤
ん
坊
の
産
湯
、
こ
れ
も
お

寺
の
井
戸
を
使
う
。
正
月
の
若
水
も
寺
に
汲
み
に
く
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。聖

な
る
井
戸
か
ら
聖
な
る
水
を
汲
み
、
産
湯
や
若
水
や
末
期
の
水
に

使
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
仏
と
の
結
び
付
き
が
強
め
ら
れ
る
。

こ
ん
な
形

で
水
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
え
ば
浄
土
に
住
来
で
き
る
と
い
う
の
が
、
浄
土

教
の
教
え
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
物
足
り
な
い
人
の
た
め
に
い
ろ
ん
な

信
仰
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
浄
土
は
西
方
十
万
億
土
の
彼
方

に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
人
は
遠
い
所
、
隔
絶
さ
れ

た
所
を
海
、
ま
た
は
大
き
い
川
で
表
す
習
慣
あ
り
、
こ
れ
が
海
の
向
こ

う
に
浄
土
が
あ
る
、
川
下
に
浄
上
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
生
み
だ
し

ま
す
。
川
や
海
に
精
霊
船
を
流
す
、
笹
船
に
お
雛
様
を
乗
せ
る
、
人
型

を
流
す
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
考
え
方
か
ら
出
て
く
る
の
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
観
音
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
。
観
音
の
本
当
の
名

は
世
音
、
世
の
人
々
の
苦
し
み
を
聞
き
、
そ
れ
に
応
し
て
対
処
し
て
く

れ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
願
う
人
々
に
応
し
て
千
変
万
華
に

変
化
し
て
い
く
。
観
音
三
十
三
身
、
三
十
三
変
化
。
観
音
は
こ
の
考
え

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
さ
ら
に
観
音
信
仰
が
強
ま
る
と
、
視
音

の
浄
土
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
補
陀
落

（ポ
ー
タ
ラ
カ
）
浄
土
が

そ
れ
で
す
。
そ
し
て
、　
つ
い
に
は

「補
蛇
落
浄
土
」
に
行
く
た
め
の
船

出
が
熊
野
で
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
補
蛇
落
渡
海
で
す
ね
。

ま
た
、
観
音
様
は
、
ど
ん
な
願
い
で
も
聞
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の

で
、
観
吉
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
で
水
を
ジ
ャ
ー
と
か
け
る

欣
求
浄
土
の
橋
渡
し
に
水
が
使
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
さ
ら
に
目
が
悪
け

れ
ば
こ
の
水
を
付
け
れ
ば
治
る
と
い
っ
た
よ
う
な
民
間
信
仰
が
数
え
き

れ
ぬ
ほ
ど
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
水
が
聖
水
で
あ
る
、
清
浄
で
あ
る
、

同
時
に
か
け
る
こ
と
で
仏
と

一
体
に
な
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
ま
れ

て
来
た
の
で
す
。

日
本
人
の
美
意
識

最
後
に
横
山
大
観
の

「生
々
流
転
」
で
す
。
皆
さ
ん
は
あ
の
絵
を
御

覧
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
な
ん
と
も
言
え
な
い
懐
か
し
さ
と
引
か
れ
る
も

.1■ '.1■ ',t● ｀̀ ■
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の
を
感
じ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う

か
。
生
々
流
転
、
輪
廻
転
生
。
絶
え
ず
移
り
変
わ
り
な
が
ら
元
に
戻

っ

て
来
る
と
い
う
考
え
方
、
こ
れ
が
川
の
流
れ
と
結
び
付
い
て
、
私
達
の

心
の
中
に
日
本
人
独
特
の
美
意
識
と
し
て
残

っ
て
い
る
の
で
す
。
徒
然

草
の

「
ゆ
く
か
わ
の
流
れ
は
…
…
」
に
感
動
し
、
桜
の
花
は
散
る
か
ら

こ
そ
美
く
し
い
と
主
張
す
る
日
本
人
、
そ
れ
は
仏
教
の
輪
廻
の
思
想
と

美
し
い
水
に
恵
ま
れ
た
日
本
人
で
こ
そ
云
え
る
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

討
論

多
田
　
カ
ル
マ
と
か
ダ
ル
マ
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
な
ん
で
し
ょ
う

カ

清
水
　
グ
ル
マ
と
い
う
の
は
法
で
す
。
カ
ル
マ
は
業
と
で
も
言
い
ま

し
ょ
う
か
、
人
の
生
前
の
行
い
が
死
後
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

達
磨
大
師
は
、
法
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
で
グ
ル
マ
と
称
し
た
よ
う
で

す
。渡

辺
　
高
野
山
で
は
便
所
が
川
に
流
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で

も

一
番
の
高
憎
の
糞
尿
は
流
さ
な
か
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
戦

後
ま
で
あ
る
由
緒
あ
る
方
が
汲
み
と
っ
て
い
た
。
自
分
は
空
海
の
頃
は

野
糞
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。
水
は
聖
な
る
も
の
と
い
う
観
念
は

あ
っ
た
が
、
お
坊
さ
ん
は
汚
し
て
い
た
。
捨
て
る
所
が
な
い
わ
け
で
す

か
ら
。

清
水
　
真
言
、
天
台
が
入
っ
て
来
る
以
前
の
奈
良
仏
教
は
、
平
地
に

あ
り
ま
し
た
。
坊
さ
ん
が
貴
族
等
と
接
触
し
て
堕
落
す
る
と
言
う
の
で

山
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
先
ず
重
要
視
し
た
の
は
水
な
ん
で
す
。
高
野
山

で
は
玉
川
に
流
し
て
い
る
。
大
変
急
流
な
ん
で
す
。
京
都
の
南
、
田
辺

の

一
休
寺
、
新
休
寺
と
も
言
う
の
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
国
宝
の
便
所
が

あ
り
ま
す
。
水
洗
便
所
で
す
。
あ
そ
こ
は
あ
ま
り
急
流
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
川
に
流
す
ん
で
す
。
汚
い
も
の
を
川
に
な
が
し
て
、
そ
れ
が
清

浄
に
な
る
と
い
う
の
が
日
本
人
の
川
に
対
す
る
考
え
方
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。　
一
つ
の
お
清
め
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
山
の
上
の
寺
は
昔
か
ら
、

下
水
道
完
備
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
ね
。

栗
田
　
先
生
は
、
イ
ン
ド
の
根
本
仏
教
で
は
水
が
出
て
こ
な
い
、
そ

れ
は
水
が
汚
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
何
故
な
ん
で

し
ょ
う
か
。

清
水
　
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
イ
ン
ド
の
河
は
大
き
い
、
大
河
で
あ

る
。
だ
か
ら
流
れ
が
縦
や
か
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
う
し
て
も
汚
れ
る
。

そ
れ
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
で
は
水
葬
が
多
い
ん
で
す
。
動
物
の
死
骸
な
ど
も

流
す
。
今
で
も
ガ
ン
シ
ス
の
上
流
で
牛
の
死
骸
が
流
れ
て
い
る
の
を
見

た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
だ
か
ら
清
浄
と
い
う
感
じ
は
な
い
。
も

っ

と
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
麓
は
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
。
釈
迦
の
生
ま

れ
た
国
は
、
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
か
ら
そ
う
な
っ
た
ん
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。

余
談
で
す
が
、
仏
像
で
も
水
に
関
連
し
た
如
来
が
な
い
、
そ
れ
に
菩
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菫
が
な
い
。
如
来
と
菩
薩
が
な
い
と
、
仏
の
主
だ
っ
た
も
の
は
全
部
無

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
強
い
て
言
え
ば
謝
水
観
音
、
で
も
こ
れ
も
江
戸

時
代
で
す
。

谷
口
　
室
町
以
前
の
お
風
呂
は
殆
ど
蒸
し
風
呂
で
し
た
が
、
宮
中
や

お
寺
で
は
今
の
よ
う
な
お
風
呂
が
あ
っ
た
。
東
大
寺
に
は
随
分
昔
か
ら

浴
室
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
宅
町
時
代
か
ら
施
徳
す
る
と
い
う
趣
旨
か

ら
湯
に
入
る
今
の
よ
う
な
お
風
呂
を
庶
民
に
解
放
し
た
。
も
と
も
と
お

寺
で
湯
か
、
あ
る
い
は
水
か
、
ど
ち
ら
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
を
浴
び

た
と
い
う
の
は
宗
教
儀
式
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
法
華
寺
に
風
呂
の
跡
が
あ
り
ま
す
。
光
明
皇
后
が
ラ
イ
病
の

患
者
を
保
護
し
た
。
そ
の
よ
う
に
病
人
の
治
療
の
た
め
の
蒸
し
風
呂
は

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
全
部
水
浴
で
す
。
お
寺
に
は
風
呂
が
あ

っ

た
の
か
と
い
う
点
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
斎
戒
沐
浴
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
水
を
聖
な
る
も
の
と
し
、
そ
れ
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
「け

が
れ
し
を
払
う
と
い
う
こ
と
は
相
当
古
い
時
代
か
ら
あ
っ
た
。
そ
の
場

所
が
風
呂
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
場
所
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
ね
。

稲
場
　
生
々
流
転
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
輪
廻
転
生
と
い
っ
た
言

葉
で
現
さ
れ
る
円
環
状
に
回
っ
て
元
に
戻
る
と
い
う
思
想
と
極
楽
と
地

獄
と
い
う
直
線
的
な
思
想
、　
つ
ま
り
回
っ
て
戻
る
思
想
と
絶
対
に
戻
ら

な
い
思
想
、
両
者
は
噛
み
合
わ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
矛
盾

の
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い

の
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
輪
廻
転
生
と
い
う
考
え
方
は
根
本
仏
教
の
考
え
方
な
ん
で
す
。

根
本
仏
教
で
は
う
つ
ろ
い
行
く
世
の
中
と
い
う
も
の
を
強
く
打
ち
出
し

て
い
る
。
こ
れ
は
安
心
し
て
良
い
こ
と
を
し
て

一
生
懸
命
働
い
て
生
活

さ
せ
る
。
そ
れ
が
目
標
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
後
世
に
な
る
と
そ
の

人
の
生
前
の
形
に
よ
っ
て
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
修
羅

・
人

・
天
と
い

う
六
つ
の
世
界
が
あ
っ
て
そ
の
間
を
ぐ
る
ぐ
る
回
ら
せ
ら
れ
る
と
か
、

極
楽
に
行
く
の
に
こ
の
世
界
に
い
る
と
何
万
年
も
か
か
と
か
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
例
え
話
に
し
て
説
明
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
が
、
絶
え
ず

移
り
変
わ
っ
て
再
び
人
間
に
戻

っ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
を
し
た
方
が

人
々
の
気
持
ち
に
安
心
感
を
与
え
る
と
い
う
の
で
、
輸
廻
転
生
と
い
う

こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て

一
般
民
衆

の
苦
し
い
生
活
の
中
か
ら
、
も
っ
と
簡
単
に
安
心
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

大
乗
仏
教
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
中
に
地
獄

・
極
楽
の
考
え
方
が
強
調
さ

れ
ま
す
。
極
楽

へ
行
っ
た
後
、
ど
う
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
何
も
書

い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
苦
し
ん
で
い
る
民
衆
は
、
今
日
食
べ
る
も

の
も
困

っ
た
。
だ
か
ら
極
楽
に
憧
れ
る
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に

合
わ
せ
た
の
が
大
乗
仏
教
で
あ
り
、
浄
土
教
だ
と
思

っ
て
下
さ
い
。

稲
場
　
地
獄
の
中
に
は
下
水
地
獄
だ
と
か
糞
便
地
獄
だ
と
か
、
そ
の

よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
下
水
地
獄
は
な
い
が
、
糞
便
地
獄
は
あ
り
ま
す
。
地
獄
の
表

現
は
観
音
経
に
拠

っ
て
い
る
の
で
す
。
浄
土
教
に
は
無
い
。
全
部
浄
土

蝶弯
“
一^
■

■
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へ
行
き
ま
す
か
ら
．
こ
の
地
獄
の
表
現
は
、
当
時
の
僧
侶
や
絵
師
が
想

像
で
き
る
最
も
嫌
な
も
の
を
画
い
た
、
そ
う
考
え
て
下
さ
い
。

稲
場
　
お
寺
は
水
洗
便
所
が
多
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
嫌
な
も
の
が

出
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
お
寺
の
糞
便
は
地
獄
へ
行
く
わ
け
で
す
ね
。

清
水
　
川
に
流
す
と
清
浄
に
な
る
。
だ
か
ら
地
獄
に
行
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
地
獄
の
糞
便
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
理
屈
。
そ
ん
な
理
屈
で
な
く
、
た
だ
、
嫌
だ
、
汚
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
ね
。

稲
場
　
曼
陀
羅
で
上
に
極
楽
、
下
に
地
獄
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

よ
う
な
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
餓
鬼
道
に
落
ち
た
人
達
の
世
界
を
描
い

た
よ
う
な
。

清
水
　
地
獄
変
相
図
と
い
う
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
地
獄
・餓
鬼
・

畜
生

。
人

・
天
を
順
次
表
し
た
絵
で
す
。

稲
場
　
お
寺
と
は
何
で
し
ょ
ぅ
か
。

清
水
　
仏
教
を
支
え
る
人
間
が
僧
侶
集
団
を
作
り
ま
す
。
そ
の
集
団

が
生
活
す
る
場
が
寺
な
ん
で
す
。
野
宿
し
て
お
れ
ば
元
来
寺
は
い
ら
な

い
の
で
す
。
法
然
や
親
鸞
は

「私
の
雷
っ
て
い
る
こ
と
が
仏
の
教
え
な

の
で
、
寺
を
造

っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
本
来

は
寺
が
な
く
と
も
仏
教
は
あ
る
。

中
西
　
仏
教
で
水
を
使
う
時
の
戒
め
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

清
水
　
無
駄
に
使
う
な
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
い
ま
す
。
特
に
禅
宗

で
は
。
禅
宗
で
は
便
所
に
入
る
作
法
も
あ
り
ま
す
。
水
に
感
謝
し
て
、

中
に
入

っ
て
、
座
っ
て
用
を
足
す
わ
け
で
す
。
水
は
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
禅
宗
等
で
は
特
に
や
か
ま
し
く
言
い
ま
す
。

何
故
か
と
い
う
と
禅
宗
は
中
国
で
生
ま
れ
た
。
中
国
は
水
が
少
な
い
。

禅
宗
は
恐
ら
く
中
国
の
伝
統
を
守

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
西
　
捨
て
る
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
仏
教
で
は
特
に
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
水
は
結
局
巡

り
巡

っ
て
自
分
に
戻
っ
て
来
る
か
ら
、
汚
し
て
は
い
け
な
い
と
言
う
こ

と
は
よ
く
言
い
ま
す
ね
。
日
本
で
は
水
が
豊
富
だ
か
ら
、
汚
し
て
は
い

け
な
い
と
言
う
も
の
の
、
ど
ん
ど
ん
捨
て
ろ
と
い
う
の
が
、
日
本
の
仏

教
教
団
の
考
え
方
で
は
な
い
か
。
中
国
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
ね
。

中
西
　
お
寺
の
水
洗
便
所
の
構
造
は
。

清
水
　
川
の
上
に
便
所
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
流
れ
て
い
る
ん

で
す
。

北
川
　
根
本
仏
教
の
彼
岸
の
世
界
、
死
後
の
世
界
の
中
で
の
絵
姿
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
極
楽
の
世
界
の
絵
姿
と
全
く
違
っ

た
も
の
な
の
か
。
そ
れ
と
も
根
本
仏
教
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
無

か
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
。

清
水
　
極
楽
浄
土
を
表
現
し
た
お
経
は
、
無
量
寿
経
、
観
無
量
寿
経
、

阿
弥
陀
経
の
三
巻
が
中
心
に
な
る
。
こ
の
三
巻
の
中
に
極
楽
浄
土
が
出

て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
根
本
仏
教
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

;¨
|■
.|'
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北
川
　
そ
れ
で
は
根
本
仏
教
に
は
彼
岸
と

い
う
考
え
方
は
無

い
ん
で

す
か
。

清
水
　
彼
岸
と

い
う
よ
り
も
生
々
流
転
で
す
ね
。
根
本
仏
教
は
図

―
二
の
頂
点
の
悟
り
だ
け
。
そ
れ
以
外
の
信
仰
と
か
行
と
か
は

一
般
民

衆
を
救
う
た
め
の
手
段
、
方
便
な
ん
で
す
。
お
釈
迦
様
は
人
々
を
救
済

す
る
こ
と
を
目
的
と
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
極
楽
も

考
え
出
さ
れ
た
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
観
音
浄
土

・
ポ
ー
タ
ラ
カ
と

い

う
の
は
、
法
華
経
普
門
本
に
載

っ
て
い
る
考
え
方
な
ん
で
す
が
、　
一
簡

所
な
ん
で
す
ね
。
本
当
は
そ
ん
な
も
の
は
無
視
し
て
も
良

い
の
で
す
が
、

人
々
を
救
う
た
め
に
は
そ
れ
が
良

い
と
い
う
の
で
、
説
か
れ
て
い
る
の

で
す
。

福
田
　
旅
と
信
仰
と
い
う
点
で
伊
勢
参
り
、
大
山
参
り
。
例
え
ば
伊

勢
参
り
で
は
大
変
な
時
間
と
お
金
を
か
け
、
伊
勢
神
宮

だ
け

で
な
く

様

々
な
宗
派
を
回

っ
て
い
る
。
伊
勢
参
り
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
く

な
る
の
で
す
が
。
そ
の
あ
た
り
を
。

清
水
　
沢
山
寺
を
回
る
と
い
う

の
は
、
現
世
信
仰
で
日
の
前
の
欲
望

を
満
た
す
た
め
だ
と
思

い
ま
す
。
江
戸
時
代
元
禄
以
降
は
特
に
顕
著
で

す
。
だ
か
ら
何
宗
で
も

い
い
ん
で
す
。
仏
教
の
堕
落
で
し
ょ
う
か
。
現

世
利
益
信
仰
で
す
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
顕
著
に
な
り
ま
す
ね
。

須
藤
・　
河
口
彗
海
の

「
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
の
中
に

「
ラ

マ
僧
の
大

便
、
、
小
便
は
決
し
て
捨
て
な

い
。
大
小
便
と
も
に
薬
に
す
る
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
他
に
も
薬
に
使
う
と
書
か
れ
た
本

が
何
点
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
現
代
科
学
で
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
宗
教
の
立
場
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
ま
す
か
。

清
水
　
宗
教
と
か
信
仰
と
か
は
、
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
と
申
し
ま
す
。

ガ
ン
も
信
仰
の
力
で
直
る
と
い
う
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
も
う

仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
病
気
と
い
う
の
は
多
分
に
精
神
的
な
面
が

強
い
。
本
当
に
効
く
と
信
し
て
い
る
人
が
飲
め
ば
お
そ
ら
く
そ
れ
が
何

で
あ
っ
て
も
効
く
の
で
は
な
い
か
。
例
え
排
泄
物
で
あ
っ
て
も
、
と
私

は
思
い
ま
す
。
科
学
に
幕
さ
れ
て
い
る
人
達
は
小
便
の
成
分
を
考
え
る

か
ら
効
か
な
い
。
そ
れ
か
ら
河
口
彗
海
の
ラ
マ
教
、
あ
そ
こ
は
乾
燥
地

帯
で
す
。
大
便
で
も
直
ぐ
に
乾
燥
し
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
は

飲
む
の
に
そ
れ
ほ
ど
い
や
し
ゃ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
感
じ
で
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
。
日
本
で
祖
師
の
便
を
喜
ん
で
飲
ん
だ
と
い
う
事
実
は

記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
湿
気
が
多
い
の
で
、
腐

っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
ぅ
か
。

中
学
校
時
代
、
戦
争
中
で
し
た
が
、
園
芸
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

肥
の
熟
成
度
を
調
べ
る
た
め
に
お
百
姓
さ
ん
は
便
を
な
め
る
ん
で
す
。

私
達
も
な
め
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
新
鮮
な
の
は
酸
っ
ぱ
い
、
熟
成
し
た

の
は
あ
ま
い
。
便
に
対
す
る
抵
抗
が
な
け
れ
ば
、
信
頼
す
る
人
の
便
な

ら
薬
と
し
て
飲
む
こ
と
も
あ
り
、
飲
ん
だ
場
合
に
効
く
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

須
藤
　
三
浦
命
助
と
い
う
南
部
藩
の
百
姓

一
揆
の
指
導
者
が

『獄
中

・
‐

`.・
1′ t:,
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記
」
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
そ
の
よ
う
な
話
が
か

な
り
出
て
き
ま
す
。
た
だ
薬
草
と

一
緒
に
使

っ
て
い
て
、
便
単
独
で
は

な
い
よ
う
で
す
。

藤
森
　
永
平
寺
に
は
便
所
の
こ
と
を
東
司

（と
う
す
）
と
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
言
う
理
由
と
他
の
宗
派
で
は
別
の
言
い
方
を

し
て
い
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
教
え
て
下
さ
い
。

清
水
　
禅
宗
寺
院
で
は
、
便
所
は
七
堂
伽
藍
の

一
つ
山
門
を
入
っ
て

右
側
、
浴
室
に
対
比
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
禅
宗
寺
院
の
基
本
形
が

南
北
線
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
東
側
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
東
司
と
言
わ

れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
‥

渡
辺
　
日
光
の
東
照
官
は
便
所
に
西
を
使

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
西

浄

（せ
い
し
ん
）
（西
司
）
と
言
う
よ
う
で
す
。
今
広
辞
苑
を
引
い
て
み

ま
し
た
。
禅
宗
の
便
所
で
、
東
司
は
東
序
に
属
す
る
者
が
使
用

（都

寺
）
、
西
浄
は
西
序
に
属
す
る
者
が
使
用

（首
座
、
監
寺
等
）
と
あ
り
ま

す
。西

村
　
あ
る
登
山
家
が
チ
ベ
ッ
ト
の
方
に
行
っ
た
際
の
話
で
す
が
、

そ
の
登
山
家
は
ポ
ー
タ
ー
や
シ
ェ
ル
パ
と

一
緒
に

一
生
懸
命
歩
い
た
。

と
こ
ろ
が

一
週
間
位
経

っ
た
頃
か
ら
彼
等
が
全
く
動
か
な
く
な
っ
た
。

何
故
か
と
悩
ん
だ
ら
し
い
の
で
す
が
、
よ
う
や
く
分
か
っ
た
こ
と
は
、

自
分
達
の
魂
は
ま
だ
向
こ
う
に
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
そ
の

紀
行
文
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
話
で
は
大
乗
仏
教
は
日
本
に
適
し
た
よ
う
に
変
え
た
も

の
で
し
た
。
仏
教
は
堕
落
し
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
体

と
魂
が

一
体
と
な
っ
て
安
心
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
仏

教
の
立
場
か
ら
現
代
の
世
相
に
対
す
る
提
言
が
あ

っ
て
も
良
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。　
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

清
水
　
仏
教
が

一
番
堕
落
し
た
の
は
江
戸
時
代
な
ん
で
す
。
何
故
か

と
言
う
と
宗
門
人
別
帳
で
人
々
を
全
て
お
寺
の
檀
家
に
組
み
入
れ
た
ん

で
す
。
お
寺
は
安
心
し
て
生
活
出
来
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
寺
は
豊
か

に
な
り
、
僧
侶
は
堕
落
し
た
。
お
坊
さ
ん
が

一
番
困
っ
た
の
は
明
治
の

廃
仏
涅
釈
な
ん
で
す
。
明
治
以
降
檀
家
が
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
行
き
ま
す
。

そ
れ
で
仏
教
興
隆
の
運
動
が
起
き
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
人
が
い

な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
科
学
が
発
達
し
た
た
め
に
合
理
的
な
思
考

法
が
定
着
し
て
き
た
た
め
か
、
顕
著
に
な
ら
な
い
。
運
動
は
何
度
も
起

こ
る
ん
で
す
。
友
松
円
諦
と
い
う
人
は
大
正
の
終
わ
り
頃
か
ら
昭
和
の

初
め
に
か
け
て
神
田
寺
と
い
う
の
を
造
っ
た
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
を
中

心
に
し
た
活
動
な
ん
で
す
。
で
も
今
は
そ
の
教
え
は
消
え
て
、
元
の
浄

土
宗
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
人
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
現
代
の

考
え
方
が
仏
教
に
向
か
な
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
。

私
は
仏
教
と
い
う
言
葉
が
無
く
な
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
人
々
が

豊
に
安
心
し
て
生
活
出
来
れ
ば
そ
れ
で
良
い
ん
だ
。
昔
は
僧
侶
は
あ
ら

ゆ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
そ
ん
な
人
は

一
杯
い
ま
す
。

例
え
ば
学
校
の
先
生
は
僧
で
あ
る
。
僧
が
い
て
そ
れ
を
聞
く
者
が
お
れ

ば
、
そ
こ
に
仏
の
教
え
は
通
じ
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
良
い
の
で
は
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な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
が
今
の
人
達
に
必
要
が
無
く
な
れ
ば
、
仏

教
は
無
く
な
っ
て
も
良
い
。
私
は
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

仏
教
は
歴
史
的
に
見
る
と
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

現
代
の
仏
教
は
時
代
を
支
え
ら
れ
ぬ
の
か
。
そ
こ
が
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
日
本
人
の
美
意
識
に
は
抜
き
難
い
仏
教
的
な
も
の
の
見

方
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
滅
び
て
行
く

も
の
に
美
を
感
ず
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
日
本
人
な
ん
で
す
。

毛
利
　
仏
教
に
お
け
る
仏
像
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

釈
迦
の
位
置
付
け
で
す
ね
。

清
水
　
釈
迦
が
一
番
中
心
で
す
。
釈
迦
が
亡
く
な
っ
た
後
、
釈
迦
に

対
す
る
親
し
み
、
尊
敬
が
仏
教
の
中
心
に
な
る
の
で
す
。
釈
迦
没
後
百

年
位
は
仏
像
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
っ
た
の
は
釈
迦
の
骨
を
埋
め
た
ス

ト
ゥ
ー
バ
だ
け
。
あ
と
は
釈
迦
の
足
跡
等
を
礼
拝
し
た
。
と
こ
ろ
が
百

年
か
ら
二
百
年
位
の
間
に
仏
像
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
ア
レ
ク
サ

ン
ダ
ー
大
王
が
東
征
し
て
来
ま
す
。
彼
等
は
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
手
法
を

持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
釈
迦
の
影
刻
が
誕
生
し
ま
し
た
。
ガ

ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
は
全
部
仏
像
が
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
よ
う
で
す
。
最
初
は

釈
迦
像
で
す
。
そ
れ
か
ら
釈
迦
を
守
る
像
が
出
来
る
。
そ
れ
が
菩
薩
、

そ
れ
か
ら
経
文
に
出
て
く
る
仏
が
造
ら
れ
ま
す
。
如
来
で
す
ね
。
こ
う

し
て
次
第
に
色
々
な
仏
像
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

仏
像
に
は

一
番
上
に
如
来
が
あ
る
。
次
に
菩
薩
、
そ
れ
か
ら
明
王
、

天
。
と
こ
ろ
が
明
王
や
天
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
影
響
が
強
い
。
だ
か
ら
本

当
の
仏
像
は
如
来

・
菩
薩
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

明
王
や
天
は
、
個
性
が
強
い
。
従
っ
て
民
間
信
仰
に
都
合
が
良
い
の
で

す
。毛

利
　
イ
ン
ド
の
思
想
は
自
然
と
の
調
和
を
重
視
し
た
も
の
だ
と
思

う
の
で
す
。
根
本
仏
教
に
は
水
の
こ
と
が
無
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、

イ
ン
ド
の
思
想
が
仏
教
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

清
水
　
釈
迦
が

一
番
悩
ん
だ
の
は
、
釈
迦
は
ア
ー
リ
ア
民
族
、　
つ
ま

り
支
配
階
級
な
ん
で
す
。
イ
ン
ド
に
は
カ
ー
ス
ト
制
度
が
あ
る
。
そ
れ

を
否
定
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
仏
教
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
釈
迦

は
悩
ん
だ
。
と
も
か
く
身
分
制
の
否
定
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
仏
教
が
生

ま
れ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
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