
臼
杵
の
片
田
舎
に
幸
チ
ノ
と

い
う
熱
心
な
女
同
行
が
お
り
ま

し
た
。
こ
の
同
行
は
若
い
こ
ろ

か
ら
聞
法
の
志
が
厚
く
、
東
西

の
区
別
な
く
、
信
頼
の
で
き
る

知
識
に
会
え
ば
、
道
の
遠
近
を

問
わ
ず
、
真
剣
に
後
を
追
う
て

聴
聞
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
同
行
は
一
文
不
知
の
無
学

な
女
性
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

信
徳
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
。
こ
の
同
行
を
中
心
と

、

、

し
て

有
縁
の
同
行
が
集
ま
り

さ
さ
や
か
な
談
合
が
つ
づ
け
ら

れ
て
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
同
行
に
、
幸

実
と
い
う
一
人
の
息
子
が
お
り

ま
し
て
、
一
時
は
母
親
を
中
心

と
す
る
同
行
た
ち
の
言
動
に
反

発
を
感
じ
、
い
ろ
い
ろ
と
理
屈

を
言
っ
て
、
同
行
連
中
を
困
ら

せ
て
い
た
の
で
す
が
、
遂
に
宿

善
到
来
し
て
、
法
を
聞
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

真
剣
な
聞
法
態
度
は
母
親
を
し

の
ぐ
と
さ
え
言
わ
れ
て
お
り
ま

し
た
。

そ
の
う
ち
、
彼
は
不
幸
に
し

て
喉
頭
結
核
に
か
か
り
、
談
話

こ
う
と
う

。

も
不
自
由
な
身
と
な
り
ま
し
た

そ
こ
で
私
も
時
々
彼
の
病
床
を

訪
ね
て
話
を
し
、
ま
た
彼
の
質

問
に
も
答
え
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
病
勢
は
日
に
日
に
進

み
、
最
後
は
発
声
も
困
難
と
な

り
ま
し
た
の
で
、
法
話
を
書
い

て
送
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は

臥
床
の
ま
ま
昼
と
な
く
夜
と
な

く
、
そ
の
法
話
を
読
み
つ
づ
け

て
お
り
ま
し
た
が
、
遂
に
病
状

急
変
し
、
突
如
と
し
て
瞑
目
し

ま
し
た
。

臨
終
に
母
の
チ
ノ
女
が
「
実

さ
ん
行
き
先
に
安
心
が
で
き
た

か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
彼
は
苦

し
い
息
の
中
か
ら
ニ
ッ
コ
リ
と

笑
み
を
ふ
く
め

「
お
母
さ
ん
！

、

え行
き
先
は
ど
う
な
る
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
た
だ
何
と
の
う
あ

り
が
た
い
で
す
」
と
、
か
す
か

に
答
え
て
、
静
か
に
息
を
引
き

取
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
青
年
は
、
生
ま
れ
つ
き

理
智
に
た
け
た
方
で
、
ど
こ
ま

で
も
理
屈
に
合
わ
ね
ば
承
知
が

、

で
き
ぬ
性
質
で
あ
り
ま
し
た
が

、

最
後
に
は
全
く
理
屈
を
す
て
て

た
だ
ホ
レ
ボ
レ
と
喜
ぶ
法
悦
の

。

世
界
に
出
た
の
で
あ
り
ま
し
た

こ
れ
こ
そ
義
を
つ
く
し
て
、
義

を
超
え
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ

う
。

、

近
来
は
科
学
の
進
歩
に
伴
い

、

人
間
の
知
性
が
発
達
し
た
結
果

宗
教
の
問
題
も
、
人
間
の
知
性

で
解
決
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が

強
い
様
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

最
近
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た

故
岸
本
英
夫
博
士
の
「
死
を
見

つ
め
て
」
は
、
宗
教
に
関
心
を

も
つ
イ
ン
テ
リ
に
広
く
読
ま
れ

て
、
特
に
「
死
後
の
世
界
は
な

い
」
と
断
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
問

題
と
な
り
、
中
に
は
「
浄
土
教

の
死
活
問
題
で
は
な
い
か
」
と

さ
え
極
論
す
る
人
も
あ
る
よ
う

で
す
が
、
こ
れ
は
大
変
な
間
違

い
で
あ
り
ま
す
。

岸
本
博
士
は
、
人
間
の
知
性

に
よ
っ
て
死
の
問
題
に
取
り
組
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何
か
知
ら
ぬ
が
有
難
い

佐

々

木

蓮

麿

《
二
〇
二
〇
年
度
東
本
願
寺
基
金
御
懇
志
報
告
》

（
敬
称
略
）

懇
志
者
名

青
木
宏
克

浅
野
真
由
美

莇

進

石
川
紀
美
子

井
上
守

今
村
光
志

岩
谷
龍

石
田
君

代

岩
田
能
一

植
田
節
美

小
澤
譲

改
発
正
浩

小
畑
住
子

角
谷
節
代

香
川
郁
夫

加

藤

忠

鹿
野
良
子

萱
島
聖
志

川
端
靖
雄

喜
多
真
澄

窪
ナ
ル
子

児
玉
慶
子

佐
藤
孝

幸

下
野
誠
二

下
野
知
恵
子

城
越
香
織

白
石
千
鶴
子

寿
賀
晴
剛

関
宥
江

谷
村
往

世

津
田
衛
一
郎

土
居
令
子

長
井
一
江

中
川
政
二

中
野
タ
カ
子

中
村
暢
明

中
村
穂

積

中
村
幹
夫

七
村
文
子

西
山
恭
夫

西
塚
祥
子

能
登
昇
志

野
原
佳
子

長
谷
川
満

泰

京
子

濱

秀
子

林
久
司

平
田
幸
子

原
崎
佳
水

福
井
靖
弘

福
村
義
明

前
田
増
蔵

町
百
合
子

宮
伊
勢
子

三
浦
一
浩

三
宅
真
知
子

宮
野
勲

宮
野
道
子

室
塚
良
治

村

瀬
松
三

森
野
茂
治

山
下
東
洋
栄

山
下
悦
子

幾
代
礼
四
郎

亮
木
与
志

山
下
秋
喜

伊

東
清
文合

計
二
二
〇
〇
〇
〇
円
（
諸
経
費
差
引
後
）

以
上
の
皆
様
方
よ
り
御
懇
志
を
賜
り
ま
し
た
。
大
谷
派
（
東
）
本
願
寺
の
方
に
納

。

合
掌

め
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た



み
、
遂
に
「
死
後
の
世
界
は
認

め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
に

到
達
さ
れ
た
の
で
す
が
、
人
間

の
知
性
は
い
か
に
進
ん
で
も
相

対
的
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教

は
絶
対
の
世
界
で
す
か
ら
、
い

か
に
人
間
の
優
れ
た
知
性
で
宗

教
を
批
判
し
て
も
、
そ
れ
は
人

間
の
頭
で
考
え
ら
れ
て
い
る
宗

教
を
批
判
し
て
い
る
の
み
で
、

真
実
の
宗
教
に
は
何
等
の
影
響

は
な
い
わ
け
で
す
。

真
実
の
宗
教
は
、
人
間
の
知

性
を
放
下
す
る
と
こ
ろ
に
、
把

握
せ
し
め
ら
れ
る
境
地
で
あ
り

ま
す
。
私
は
現
代
の
知
性
を
身

に
つ
け
て
い
る
人
で
も
、
あ
る

転
機
に
知
性
を
放
下
し
て
絶
対

の
境
に
入
り
、
生
死
を
超
え
て

永
遠
の
世
界
に
生
き
た
人
を
、

幾
人
か
知
っ
て
お
り
ま
す
。

今
の
幸
実
君
が
、
死
後
の
問

題
を
聞
か
れ
て
「
分
か
り
ま
せ

ん
」
と
答
え
た
は
、
人
間
の
知

、

性
を
放
下
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り

「

」

何
か
し
ら
ぬ
が
あ
り
が
た
い

と
言
っ
た
と
こ
ろ
は
、
宗
教
の

世
界
に
生
き
て
い
る
姿
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

（
了
）

近
代
真
宗
大
谷
派
の
高
僧
・
清

沢
満
之
師
の
「
言
行
録
」
に
、
師

の
言
葉
と
し
て
、

「
あ
る
時
の
談
に
〈
羅
漢
と
い
う

は
結
構
な
も
の
で
す
な
ー
〉
と
申

さ
れ
た
。
す
る
と
一
人
が
言
う
に

は
「
自
利
あ
っ
て
利
他
を
知
ら
ぬ

羅
漢
が
な
ぜ
結
構
で
す
か
」
と
清

沢
師
に
問
い
ま
し
た

「
今
日
、
利

。

他
と
か
教
化
と
言
っ
て
、
自
分
自

身
を
省
み
る
人
は
少
な
い
の
に
、

羅
漢
は
自
利
を
全
う
し
て
虎
な
ど

と
遊
ん
で
い
る
。
そ
の
姿
は
、
そ

の
ま
ま
吾
々
を
教
え
て
く
れ
る
で

は
な
い
か
」
と
。

羅
漢
さ
ん
と
い
う
の
は
古
代
イ

ン
ド
の
言
葉
で
い
う
と
「
ア
ー
ル

ハ
ッ
ト

（
阿
羅
漢
）
の
事
で
、
無

」

我
の
道
理
を
悟
っ
て
、
自
ら
の
欲

と
怒
り
と
自
己
中
心
的
な
思
い

愚
（

痴
）
の
煩
悩
を
克
服
し
て
、
こ
の

世
の
何
も
の
に
も
執
着
を
し
な
い

浄
ら
か
な
境
地
に
達
し
た
人
の
こ

と
で
す
が
、
大
乗
仏
教
の
立
場
か

ら
は
、
自
分
だ
け
の
悟
り
を
求
め

て
、
他
の
迷
い
苦
し
む
人
た
ち
を

助
け
導
く
こ
と
の
な
い
人
と
し
て

批
判
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が

あ
り
ま
す
。

し
か
し

こ
こ
で
清
沢
師
は

羅

、

「

漢
は
結
構
だ
」
と
。
羅
漢
は
特
に

人
助
け
の
よ
う
な
行
為
は
し
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
の
生
き
て
い
る
姿

そ
の
も
の
が
す
で
に
我
々
に
教
え

て
い
る
で
は
な
い
か
と
。

釋
尊
の
出
家
の
お
弟
子
は
一
二

五
〇
人
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
五
〇
〇
人
の
お
方

が
悟
り
を
開
か
れ
て
清
ら
か
な
境

地
に
達
し
た
と
い
わ
れ
、
五
百
羅。

漢
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
ま
し
た

彼
ら
は
家
も
持
た
ず
、
財
産
も

持
た
ず
、
独
身
で
、
自
ら
の
境
地

を
浄
化
す
る
こ
と
に
生
涯
を
尽
く

し
ま
し
た
。
そ
の
生
き
様
は
、
自

ら
の
悟
り
を
極
め
る
こ
と
ば
か
り

で
他
の
衆
生
に
対
し
て
積
極
的
に

働
き
か
け
な
い
と
言
う
こ
と
で
、

批
判
さ
れ
て
き
た
一
面
が
あ
り
ま

す
が
、
清
沢
師
は

「
大
乗
で
は
利

、

他
教
化
が
強
調
さ
れ
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
そ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば

自
分
自
身
を
深
め
浄
化
す
る
こ
と

を
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
に
な
る
。

そ
う
い
う
者
よ
り
は
ず
っ
と
羅
漢

は
尊
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
羅
漢
の
姿
そ
の
も
の

が
す
で
に
我
々
を
教
え
て
く
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
と
。

そ
う
い
う
羅
漢
的
な
生
き
方
を

し
た
人
に
良
寛
禅
師
（
一
七
五
八

）

。

年
か
ら
一
八
三
一
年

が
い
ま
す

良
寛
は
江
戸
時
代
の
人
で
す
が
、

人
生
の
後
半
は
新
潟
県
蒲
原
群
国

上
村
（
現
、

燕

市
）
の
国
上
山

つ
ば
め

の
山
中
の
小
庵
に
住
み
、
托
鉢
生

活
を
し
、
蓄
え
は
殆
ど
無
く
、
極。

め
て
質
素
な
生
活
を
し
た
人
で
す

そ
れ
で
い
て
、
安
ら
か
で
豊
か
な

心
境
に
生
き
た
人
で
し
た｡

積
極

的
に
他
者
を
教
化
を
し
た
こ
と
も

な
く
淡
々
と
座
禅
修
行
を
中
心
に、

し
て
日
々
を
送
っ
た
人
で
し
た
が

そ
の
生
き
様
は
周
り
の
人
に
影
響

を
与
え
続
け
、
現
在
も
良
寛
を
慕

う
人
は
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

そ
の
人
の
姿
、
そ
の
人
の
日
常

が
す
で
に
他
の
人
に
と
っ
て
自
然

に
教
え
に
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い

う
人
が
羅
漢
的
な
人
と
い
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
生
活
不
安
と

い
う
こ
と
で
も
、
ど
れ
だ
け
財
を

貯
え
て
も
安
心
で
き
ぬ
人
も
あ
れ

ば
、
釈
尊
の
お
弟
子
の
よ
う
に
托

鉢
用
の
お
鉢
と
衣
だ
け
で
安
心
し

て
い
る
人
も
い
る
。
良
寛
の
よ
う

に
持
ち
物
は
殆
ど
な
く
て
も
安
心

し
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
の
こ
と

は
持
ち
物
の
多
寡
に
よ
っ
て
生
活

不
安
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
こ

と
を
証
し
て
い
ま
す
。

羅
漢
と
私
た
ち
と
ど
こ
が
ど
う

違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一

言
で
言
え
ば
、
羅
漢
は
「
食
え
ん

よ
う
に
な
っ
た
ら
食
わ
な
か
っ
た

ら
い
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。
実
際
、
托
鉢
を
し
て
生
を

維
持
し
て
い
た
釈
尊
が
、
飢
饉
で

村
人
が
食
う
に
全
く
困
窮
し
て
い

る
頃
、
釈
尊
が
村
の
中
を
托
鉢
を、

し
て
も
一
食
も
与
え
ら
れ
な
く
て

そ
れ
が
三
日
間
以
上
も
食
す
る
こ

と
が
で
き
ず
釈
尊
の
身
体
は
衰
弱

し
痩
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
覚
悟
で
修

行
生
活
を
し
て
い
た
の
が
釈
尊
と

そ
の
お
弟
子
の
生
活
で
し
た
。
い

つ
で
も
生
と
死
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と

こ
ろ
で
生
活
を
し
て
い
た
の
で
す

か
ら
、
そ
れ
は
「
い
つ
死
ん
で
も

結
構
だ
」
と
い
う
も
の
が
な
け
れ

ば
、
落
ち
着
い
て
生
き
れ
る
は
ず

は
あ
り
ま
せ
ん

「
い
つ
ま
で
生
き

。

羅
漢
さ
ん
に
学
ぶ



て
も
い
い
が
、
い
つ
死
ん
で
も
い

い
」
と
い
う
心
境
が
か
れ
ら
に
は

開
か
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
う
い
う

生
活
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
良
寛
禅
師
も
然
り
。

私
た
ち
は
「
食
え
ん
よ
う
に
な

っ
た
ら
食
わ
な
ん
だ
ら
い
い
」
じ

ゃ
困
る
か
ら
、
財
産
を
た
め
て
自

ら
の
生
存
を
安
定
的
に
確
保
し
よ

う
と
努
め
ま
す
が

「
食
う
て
も
死

、

ぬ
」
の
で
す

「
食
え
ん
よ
う
に
な

。

っ
て
も
死
ぬ
が
食
う
て
も
死
ぬ
」

の
で
す
。
だ
か
ら
食
え
る
よ
う
に

し
て
お
け
ば
安
心
が
で
き
る
か
と

い
う
と

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

死

、

「

へ
の
畏
れ
」
が
つ
い
て
ま
わ
り
ま

。

「

」

す

こ
れ
を
仏
教
で
は

不
活
畏

と
い
っ
て
、
こ
う
い
う
不
安
が
離

れ
な
い
の
を
凡
夫
と
い
い
ま
す
。

羅
漢
と
好
対
照
で
す
ね
。
こ
う
書

い
て
い
る
筆
者
も
こ
の
不
活
畏
の。

煩
悩
を
内
に
よ
く
感
じ
る
の
で
す

羅
漢
に
は
到
底
な
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
羅
漢
の
姿
か
ら
不
活
畏
へ
の

畏
れ
を
少
し
で
も
克
服
す
る
こ
と。

が
大
事
だ
と
教
え
ら
れ
る
の
で
す

で
は
羅
漢
や
良
寛
禅
師
の
よ
う

な
「
食
え
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
食

わ
な
か
っ
た
ら
い
い
」
と
い
え
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
が
自
然

に
言
え
る
道
は
ど
こ
か
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
「
生
死

の
問
題
の
解
決
」
と
い
う
仏
教
の

メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
属
す
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
「
い
つ
ま
で
生
き
て

、

」

も
い
い
が

い
つ
死
ん
で
も
い
い

と
い
え
る
よ
う
な
視
野
が
開
け
て

い
く
道
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

真
宗
で
は
そ
の
道
を
本
願
念
仏

を
い
た
だ
く
佛
道
と
教
え
ら
れ
ま

す
。
本
願
の
念
仏
を
称
え
聞
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
ア
ミ
ダ
仏
（
無
量

寿
）
に
で
あ
う
。
は
か
り
な
き
い

の
ち
の
ア
ミ
ダ
仏
に
で
あ
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
ミ
ダ
仏
に
支
え
ら

れ
、
抱
か
れ
、
一
瞬
も
離
れ
な
い

事
実
に
で
あ
う
。
量
り
な
き
い
の

ち
が
私
の
主
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の

か
で
も
知
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、

死
を
越
え
て
い
る
い
の
ち
に
で
あ

う
。
そ
れ
が
生
死
を
超
え
る
道
で

あ
り
ま
す
。

お
念
仏
に
で
あ
う
と
死
の
畏
れ。

が
な
く
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

羅
漢
で
は
な
い
凡
夫
の
私
た
ち
は

ど
こ
ま
で
も
死
の
不
安
が
つ
い
て

ま
わ
る
の
で
し
ょ
う

し
か
し

死

。

「

へ
の
不
安
」
の
思
い
が
湧
い
て
く

る
の
を
縁
と
し
て
お
念
仏
を
聞
い

て
い
く
と
こ
ろ
に
、
お
念
仏
の
声

で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
が
「
汝
と

と
も
に
い
る

「
汝
は
阿
弥
陀
の
い

」

の
ち
の
手
の
中
に
い
る
の
だ

「
浄

」

土
へ
つ
れ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と

を
、
そ
の
都
度
知
ら
さ
れ
、
聞
か

さ
れ
、
こ
の
確
か
さ
を
深
め
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
で
す
。
む
し
ろ

不
活
畏
の
心
配
、
い
わ
ゆ
る
思
い

煩
い
は
お
念
仏
の
縁
と
な
っ
て
、

そ
の
つ
ど
ア
ミ
ダ
仏
に
で
あ
い
、

⑤
「
私
た
ち
は
仏
に
な
れ
る
で
し

ょ
う
か
？
」

⑥
「
な
ん
で
私
が
仏
さ
ま
に
な
れ

る
の
で
す
か
？
」

先
月
号
で
は
ま
ず
そ
の
「
仏
と

」

。

は
何
か

に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た

次
に
「
私
た
ち
は
仏
に
な
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
す

が

「
な
れ
ま
す

。
で
は
「
な
ん

、

」

で
私
が
仏
に
な
れ
る
の
で
す
か
」

と
い
う
問
題
（
⑤
と
⑥
）
に
移
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

〈

〉
、

仏
に
ど
う
し
て
な
れ
る
の
か

こ
れ
を
伝
統
的
な
説
き
方
で
申
し

ま
す
と
、
そ
れ
は
仏
に
な
る
因
を

い
た
だ
く
か
ら
で
す
。
仏
に
成
る

因
と
は
何
か
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥

摂
取
不
捨
の
利
益
を
い
た
だ
く
の

で
す
。
ア
ミ
ダ
仏
が
共
に
い
て
く

だ
さ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ

「
食
え

、

な
け
れ
ば
、
こ
の
世
を
終
わ
っ
て

い
け
ば
い
い
」
と
い
う
視
野
が
ほ

の
か
な
が
ら
も
開
か
れ
て
く
る
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
了
）

陀
仏
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
仏

因
で
す
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を

い
た
だ
い
た
人
は
仏
（
仏
果
）
に

成
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
な

ぜ
南
無
阿
弥
陀
仏
は
仏
に
成
る
こ

と
が
で
き
る
因
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
佛

説
無
量
寿
経
』
に
釈
尊
は
、
法
蔵

菩
薩
が
ア
ミ
ダ
仏
に
成
ら
れ
る
因

縁
の
物
語
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
ア
ミ
ダ
仏
が
も

と
法
蔵
菩
薩
の
時
（
因
位

、
法
蔵

）

菩
薩
は
一
切
衆
生
を
仏
に
し
て
や

り
た
い
と
い
う
願
を
起
こ
し
、
一

切
衆
生
を
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
に

成
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を

長
い
間
思
惟
し
（
五
劫
思
惟

、
そ

）

れ
を
実
現
す
る
た
め
に
永
い
ご
修

行
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
の
成
仏
の
た

め
の
因
を
全
部
仕
上
げ
て
、
そ
の

仏
に
な
る
因
（
功
徳
）
を
南
無
阿

弥
陀
仏
と
し
て
衆
生
に
与
え
て
く

だ
さ
る
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

で
は
仏
因
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

を
ど
の
よ
う
に
与
え
て
く
だ
さ
る

か
と
い
う
と
、
法
蔵
菩
薩
は
十
方

の
仏
た
ち
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ほ、

め
ら
れ
称
え
ら
れ
た
い
と
願
わ
れ

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
十
方
の
衆、

生
に
聞
か
し
め
よ
う
と
誓
わ
れ
て

そ
れ
に
よ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を

私
た
ち
に
与
え
て
（
回
向
）
く
だ

さ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
衆
生

に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
さ
せ
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
耳
に
聞
か
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
仏
因
を
私
た
ち
に

受
け
取
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
る
の
で

す
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
称
え
る

お
念
仏
に
於
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
の
南

無
阿
弥
陀
仏
の
お
心
、
す
な
わ
ち

本
願
は

「
我
が
名
を
称
え
る
ば
か

、

り
で
助
け
る
、
そ
の
外
に
何
も
い

ら
な
い

「
汝
が
仏
に
な
る
因
は
全

」

て
仕
上
げ
た
、
こ
の
南
無
阿
弥
陀

仏
で
助
け
る
ぞ
」
と
聞
か
せ
て
く

だ
さ
る
。
こ
の
大
慈
大
悲
の
仰
せ

を
聞
く
時
、
大
悲
の
心
は
私
の
心

に
響
い
て

「
助
け
て
く
だ
さ
る
、

、

ど
う
し
て
仏
に
な
れ
ま
す
か



あ
あ
あ
り
が
た
い
」
と
受
け
入
れ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。
そ

こ
に
、
不
思
議
に
も
南
無
阿
弥
陀

仏
の
功
徳
（
仏
因
）
を
信
受
し
た

そ
の
人
に
与
え
ら
れ
て
仏
に
な
る。

べ
き
身
に
定
ま
る
の
で
あ
り
ま
す

あ
る
い
は
同
じ
趣
旨
を
こ
う
も

説
か
れ
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
は
一
切

衆
生
を
仏
に
し
て
や
り
た
い
と
い

う
願
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
実
現
す

る
た
め
に
永
き
ご
修
行
を
さ
れ
て

一
切
衆
生
を
仏
に
す
る
こ
と
の
で

き
る
、
い
わ
ば
救
う
こ
と
の
で
き

る
力
を
成
就
し
て
下
さ
っ
た
、
こ

れ
を
ア
ミ
ダ
仏
の
本
願
力
と
い
い

ま
す
。
こ
の
本
願
力
を
私
た
ち
に

南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
差
し
寄
せ

て
（
回
向
）
く
だ
さ
っ
て

〈
南
無

、

阿
弥
陀
仏
〉
と
私
た
ち
に
喚
び
か

け
て
く
だ
さ
る

「
ま
る
ま
る
助
け

。

る

「
引
き
受
け
る
で
、
我
に
任
せ

」
よ
」
と
私
た
ち
に
喚
び
か
け
て
く

だ
さ
る
、
そ
れ
が
お
念
仏
の
お
声

の
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
こ
の
南

無
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
を
聞
い
て
、

「
あ
あ
こ
ん
な
私
を
」
と
本
願
力

の
仰
せ
を
聞
き
受
け
る
時
、
不
思

議
に
も
ア
ミ
ダ
仏
の
本
願
力
に
摂

め
取
ら
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
離
れ

な
い
身
と
な
り
、
こ
の
本
願
力
に

よ
っ
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に

な
ら
せ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

以
上
は
『
佛
説
無
量
寿
経
』
に

説
か
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
の
願
行

成
就
に
依
る
救
済
の
お
心
で
す
。

こ
う
し
た
伝
統
的
な
人
類
救
済

の
教
説
は
本
当
に
有
り
難
い
で
す

ね
。
そ
し
て
現
代
で
は
「
こ
の
法

蔵
菩
薩
の
本
願
成
就
の
救
い
が
説

か
れ
る
根
拠
は
な
に
か
」
と
い
う

救
済
根
拠
を
尋
ね
、
そ
こ
か
ら
人

間
の
救
い
を
説
か
れ
る
と
い
う
説

法
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
大

事
で
す
の
で
そ
れ
を
述
べ
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
「
人
が
い
る

「
私
が
今
こ

」

こ
に
い
る
」
と
い
う
、
人
が
今
こ

こ
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
存

在
の
事
実
が
成
り
立
っ
て
い
る
、

そ
の
根
拠
を
尋
ね
る
と
、
量
り
な

き
い
の
ち
で
あ
る
ア
ミ
ダ
仏
に
お

い
て
私
の
い
の
ち
は
存
在
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
と
清
沢
満
之
師

な
ど
の
先
達
は
教
え
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
こ
う
い
う
人
間
存
在
の
根

拠
の
と
こ
ろ
に
ア
ミ
ダ
仏
と
人
の

原
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ミ

ダ
仏
と
人
は
存
在
的
に
本
来
一
つ

で
あ
り
ま
す
、
不
可
分
で
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
も
自
我
を
「
私
」
と

す
る
我
が
身
は
ア
ミ
ダ
仏
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ア
ミ
ダ
仏
と
私
は
同

じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
不
可
同
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ア
ミ
ダ

仏
と
人
の
不
可
分
不
可
同
の
原
関

係
が
人
間
成
立
の
根
拠
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
真
宗
で
は
「
摂

取
不
捨
の
真
理
」
と
表
さ
れ
て
い

る
と
了
解
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大

い
な
る
恵
み
の
有
り
難
い
普
遍
的

な
真
理
で
す
。
た
だ
人
は
こ
の
原

関
係
に
無
知
で
あ
り
、
こ
の
真
理

に
依
ら
ず
、
自
我
の
み
で
生
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
迷
い
で
あ
り
苦

し
み
の
元
で
あ
り
罪
の
状
態
で
あ

り
ま
す
。
し
か
る
に
ア
ミ
ダ
仏
は

こ
の
摂
取
不
捨
の
真
理
に
人
を
あ

、

、

ず
か
ら
し
め
た
い

知
ら
せ
た
い

目
覚
ま
し
め
た
い
と
ア
ミ
ダ
仏
の

方
か
ら
人
に
働
き
か
け
て
く
だ
さ

る
。
こ
れ
が
ア
ミ
ダ
仏
の
光
明
無

量
の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。
摂

取
不
捨
の
真
理
は
摂
取
不
捨
の
本

願
と
な
り

摂
取
不
捨
の
真
言

言

、

（

葉
）
と
な
っ
て
は
た
ら
き
か
け
喚

び
か
け
て
く
だ
さ
る

「
汝
を
摂
め

。

取
っ
て
捨
て
な
い
、
ソ
ノ
マ
マ
ナ

リ
デ
引
き
受
け
る
」
と
仰
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
が
口
に
聞
こ
え
る
南
無

阿
弥
陀
仏
の
喚
び
声
で
す
。
こ
の

南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
は
た
ら
き
を

聞
く
時

「
あ
あ
ア
ミ
ダ
仏
は
私
と

、

共
に
い
て
く
だ
さ
る
。
私
を
抱
い

て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

「
引
き

」

受
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
あ
あ

有
り
難
い
」
と
聞
か
さ
れ
、
知
ら

さ
れ
て
、
ア
ミ
ダ
仏
の
摂
取
不
捨

の
真
理
に
気
が
つ
く
、
こ
れ
が
摂

取
不
捨
の
利
益
で
あ
り
、
救
い
が

こ
こ
に
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
も
は
や
ア
ミ
ダ
仏
と
は
離
れ

な
い
と
い
う
利
益
を
い
た
だ
い
た

人
は
、
こ
の
人
生
が
終
わ
り
、
人

間
の
身
を
離
れ
る
と
き
ア
ミ
ダ
仏

と
一
体
と
な
る
、
す
な
わ
ち
仏
に。

成
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
光
明

無
量
・
寿
命
無
量
の
ア
ミ
ダ
仏
は

衆
生
に
「
方
便
と
も
う
す
は
、
か

た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め

し
て
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
う
を

も
う
す
な
り

（
宗
祖
「
唯
信
鈔

。
」

文
意

）
で
、
光
寿
無
量
の
真
実
は

」

本
願
と
い
う
か
た
ち
を
と
り
、
南

無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
御
名
を
示
し

て
衆
生
に
ご
自
身
を
知
ら
し
め
て

私
た
ち
を
摂
取
し
て
く
だ
さ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
本
願
の
御
名
に
よ

っ
て
ア
ミ
ダ
仏
の
大
慈
大
悲
を
聞

き
、
ア
ミ
ダ
仏
に
で
あ
う
の
で
あ

。

、

り
ま
す

ア
ミ
ダ
仏
に
で
あ
う
と

ア
ミ
ダ
仏
が
私
た
ち
の
主
体
に
な

っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
ら
、
仏
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま

（
了
）

す
。

【
住
職
雑
感
】

七
月
二
十
日
に
二
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接

種
を
大
阪
駅
近
く
の
自
衛
隊
集
団
接
種
会

場
（
国
際
会
議
場
）
で
終
え
た
。
坊
守
は

翌
日
七
・
八
度
の
発
熱
で
解
熱
剤
を
飲

み
、
次
の
日
に
は
平
熱
と
な
っ
た
。
接
種

に
よ
っ
て
何
か
し
ら
の
安
堵
感
を
得
た
の

は
事
実
で
あ
る
。
集
団
接
種
会
場
は
人
が

押
し
か
け
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
か
と
い

っ
て
す
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
多
く

の
人
が
整
然
と
並
び
、
流
れ
作
業
の
よ
う

に
し
て
事
が
運
ば
れ
て
い
く
。
大
き
な
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

日
本
人
の
全
員
に
近
い
人
が
こ
の
接
種
を

受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
こ

と
は
日
本
の
歴
史
で
初
め
て
の
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
戦
後
に
限
る
と
、
阪
神
の

大
震
災
、
東
北
の
震
災
と
原
発
事
故
に
続

く
大
き
な
出
来
事
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
こ

れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
史
的
な
出

来
事
で
あ
ろ
う
。
地
球
温
暖
化
に
よ
る
洪

水
・
山
火
事
、
種
の
絶
滅
そ
れ
に
ウ
イ
ル

ス
感
染
な
ど
地
球
上
に
住
む
人
間
は
運
命

共
同
体
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
各
地
の
紛
争
で
お
互
い
が
殺

し
合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
歴
史
は
続
い

て
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
人
生
は
終
わ

っ
て
い
く
。
自
己
自
身
は
結
局
ど
こ
へ
い

く
の
で
あ
ろ
う
か
。
虚
し
く
時
間
を
過
ご

し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
テ
レ
ビ
観
戦
時
間
だ
け
が
長

く
な
る
の
を
止
め
ら
れ
な
い
。


