
は
幼
い
頃
か
ら
「
綺
田
の

私

か

ば

た

源
通
寺
さ
ん
は
、
近
代
稀
に
見
る

げ
ん
つ
う

名
師
で
あ
る
」
と
亡
父
か
ら
懇
々

と
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ぜ
ひ

一
度
お
訪
ね
し
て
、
そ
の
徳
風
に

接
し
た
い
と
念
願
し
て
い
た
の
で

。

、

あ
り
ま
し
た

時
節
が
到
来
し
て

谷
大
の
本
科
一
年
の
冬
、
た
し
か

た
に
だ
い

二
月
十
一
日
で
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
友
人
二
人
を
誘
う
て
、
湖
南

こ

な

ん

桜

川
の
ほ
と
り
綺
田
の
里
を
訪
ね

さ
く
ら
が
わ

。

、

た
の
で
あ
り
ま
し
た

と
こ
ろ
が

そ
の
部
落
に
入
っ
て
先
づ
第
一
に

感
じ
た
こ
と
は
、
出
会
う
部
落
民

の
す
べ
て
が
、
見
知
ら
ぬ
私
達
学

生
に
対
し
て
、
て
い
ね
い
に
お
辞

儀
を
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
後
か
ら

聞
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
禿
顕

誠

老

と
く
け
ん
じ
ょ
う

師
の
無
言
の
感
化
に
よ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

、

や
が
て
お
寺
の
境
内
に
入
る
と

、

先
づ
第
一
に
目
に
つ
い
た
も
の
は

香
樹
院
講
師
の
分
骨
塔
で
あ
り
ま

こ
う
じ
ゅ
い
ん

ぶ
ん
こ
つ
と
う

し
た
。
禿
老
師
は
深
く
香
樹
院
師

に
帰
依
し
て
、
終
生
そ
の
法
話
や

語
録
を
読
み
通
し
て
自
己
の
信
念

確
立
と
、
行
業
の
策
励
と
に
余
念

さ
く
れ
い

が
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
越
後
の
無
為
信
寺
（
香
樹

む

い

し

ん

院
の
お
寺
）
か
ら
分
骨
を
奉
戴
し

ほ
う
た
い

て
源
通
寺
に
そ
の
塔
を
建
て
ら
れ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
境
内
の
清

け
い
だ
い

掃
は
よ
く
行
き
届
き
、
諸
国
か
ら

集
ま
っ
て
き
た
同
行
十
数
人
は
、

専
ら
念
仏
も
ろ
と
も
本

堂
の
お
掃
除
を
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

早
速
、
禿
老
師
に
来
意

ら
い

い

を
伝
え
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
し

ば
ら
く
し
て
黒
衣
白
服
の
老
師
が

こ

く

え

は
く
ふ
く

念
仏
も
ろ
と
も
お
い
で
に
な
っ
て

「
あ
な
た
が
た
は
、
若
い
学
生

さ
ん
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る

京
都
か
ら
雪
の
中
を
こ
こ
ま
で
聞

法
に
参
ら
れ
た
と
聞
い
て
頭
が
下

り
ま
し
た
。
私
は
古
希
の

齢

を
過

こ

き

よ
わ
い

ぎ
、
た
っ
た
今
、
死
ん
で
行
か
ね

ば
な
ら
ぬ
身
で
あ
り
な
が
ら
、
今

な
お
娑
婆
に
心
を
引
か
れ
て
念
仏

は
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
有
様

で
、
た
だ
た
だ
愧
ぢ
い
る
ば
か
り

は

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
香
樹
院
さ

ま
の
ご
化
導
を
頂
け
ば
、
そ
の
心

に
と
り
あ
わ
ず
、
た
ゞ
念
仏
を
喜

べ
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
、
ほ
そ
ぼ

そ
な
が
ら
念
仏
し
て
い
る
の
み
で

す
。
も
し
心
得
違
い
が
あ
っ
て
は

大
事
で
す
か
ら
、
ご
意
見
を
し
て

」

、

頂
き
た
い

と
言
わ
れ
た
の
に
は

口
が
塞
い
で
、
言
う
こ
と
ば
を
知

ふ
さ

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

師
の
居
間
に
は
机
の
う
し
ろ
に

屏
風
が
立
て
ら
れ
て
同
行
の
姿
が

見
え
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
師

は
専
ら
香
樹
院
の
法
話
を
読
ん
で

い
ら
れ
る
の
み
で
、
同
行
連
中
は

屏
風
の
後
ろ
に
坐
っ
て
師
の
お
声

を
聞
い
て
い
る
の
み
で
す
。
こ
の

単
調
な
風
景
の
中
に
、
人
を
引
き

つ
け
る
魅
力
の
あ
る
の
が
不
思
議

で
す
。
師
の
生
涯
の
厳
誡
は

「
人

、

い
ま
し
め

に
向
え
ば
自
分
の
一
大
事
を
忘
れ

る
」
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
も
の

で
あ
っ
た
の
で
す
。

あ
る
と
き
、
お
座
敷
で
師
の
お

話
し
を
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
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堂
で
役
僧
が
、
香
樹
院
の
法
話
を

読
ん
で
い
る
の
が
師
の
耳
に
入
る

や
、
師
は
直
ち
に
坐
を
け
っ
て
本

堂
に
走
り
、
専
ら
聞
法
さ
れ
る
の

。

、

に
は
驚
き
ま
し
た

私
は
今
ま
で

幾
多
の
名
師
や
同
行
に
会
い
ま
し

た
が
、
禿
老
師
ほ
ど
、
貪
ぼ
る
よ

う
に
聞
法
す
る
人
に
出
会
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
晩
、
お
寺

で
泊
め
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
が
、
本
堂
に
参
詣
し
て
い
る

同
行
の
口
か
ら
、
念
仏
以
外
の
言

葉
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
ん
な
風
景
も
、
ち

ょ
っ
と
他
で
見
る
こ
と
は
で
き
ま

い
と
思
い
ま
す
。

あ
る
と
き
檀
家
総
代
が
師
に
向

っ
て
「
近
来
、
各
地
か
ら
信
者
が

集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
宿
舎
を
建

て
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
」
と
申

し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
師
は
即
座
に

「
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
、

ま
だ
二
年
も
三
年
も
生
き
て
い
る

つ
も
り
だ
ろ
う
、
今
晩
に
も
知
れ

ぬ
命
と
思
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
る
余
地
は
な
い
」
と
ハ

ネ
つ
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
な
ん。

と
い
う
切
実
な
態
度
で
し
ょ
う
か

、

か
つ
て
大
垣
の
あ
る
女
同
行
が

九
州
の
臼
杵
に
隠
居
し
て
お
ら
れ

う

す

き

た
広
瀬
講
師
を
訪
ね
て
、
一
週
間

ほ
ど
滞
在
し
て
帰
国
す
る
途
中
、

綺
田
の
源
通
寺
に
立
ち
寄
り
、
禿

和
上
に
お
目
に
か
か
り

「
私
は
九

、

州
の
広
瀬
講
師
を
お
訪
ね
し
て
ご

化
導
に
あ
づ
か
り
、
今
そ
の
帰
り

道
で
す
が
、
一
度
、
和
上
様
に
も

お
目
に
か
か
っ
て
み
教
え
を
頂
き

た
い
と
思
っ
て
参
り
ま
し
た
」
と

申
し
上
げ
る
と
、
禿
老
師
は

恭
う
や
う
や

し
く
、
そ
の
同
行
の
前
に
両
手
を

つ
き

「
あ
ん
た
は
、
な
ん
と
い
う

、

尊
い
こ
と
か
、
美
濃
か
ら
は
る
ば

る
九
州
ま
で
法
を
聞
き
に
行
か
れ

た
と
は
。
こ
の
老
僧
は
、
と
て
も

そ
れ
だ
け
の
勇
気
の
な
い
の
を
愧は

ず

か
し
く
思
い
ま
す
」
と
述
べ
、
な

お
言
葉
を
つ
づ
け
て
「
で
は
広
瀬

講
師
か
ら
、
ど
う
い
う
ご
化
導
を

蒙

ら
れ
た
か
、
一
口
な
り
と
も
聞

こ
う
む

か
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
申
さ
れ

る
の
で
、
今
の
同
行
は
、
何
を
話

そ
う
か
、
と
迷
う
て
お
り
ま
し
た

が
、
広
瀬
講
師
に
お
別
れ
す
る
と

き
「
私
も
老
体
ゆ
え
、
再
び
お
会

い
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
と
思

い
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
最
後
に
一

言
聞
か
せ
て
頂
き
た
い
」
と
申
し

上
げ
た
と
こ
ろ
、
講
師
が
仰
し
ゃ

る
に
は
『
こ
れ
か
ら
は
な
ぁ
、
人

に
と
り
あ
わ
ず
、
自
分
一
人
で
念

、

、

仏
を
喜
び
な
さ
い

そ
う
す
る
と

ご
開
山
さ
ま
に
お
出
会
い
す
る
こ

と
が
で
き
る
ぞ
』
と
申
さ
れ
ま
し

た
。
と
答
え
る
と
、
禿
老
師
は
非

常
に
喜
ば
れ
て
「
ま
こ
と
に
あ
り

が
た
い
こ
と
を
聞
か
せ
て
も
ろ
う

た
。
そ
の
言
葉
は
、
あ
な
た
が
聞

い
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、

私
が
も
ら
っ
て
お
き
ま
す
」

と
申
さ
れ
た
の
で
、
今
の
同
行
は

「
な
ん
だ
か
自
分
が
聞
い
て
き
た

広
瀬
講
師
の
お
こ
と
ば
を
禿
和
上

か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
が
、
禿
和
上
の
お
こ

と
ば
で
、
ま
た
一
層
、
広
瀬
講
師

の
最
後
の
お
こ
と
ば
が
身
に
引
き」

受
け
て
喜
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た

と
述
懐
し
て
お
り
ま
し
た
。

禿
顕
誠
和
上
の
息
子
義
峰
師

ぎ

ほ

う

も
、
和
上
の
感
化
を
受
け
て
、
そ

の
遺
風
を
承
け
つ
い
で
行
か
れ
た

い

ふ

う

の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
師
が
真
宗

大
学
に
在
学
の
頃
、
あ
る
学
友
が

「
僕
も
一
度
君
の
お
寺
に
遊
び
に

行
き
た
い
の
だ
が

ど
う
も
半
狂
気

、

は
ん
き
ち
が
い

の
老
僧
が
お
ら
れ
る
の
で
行
く
気

が
し
な
い
」
と
語
っ
た
こ
と
を
和

上
が
聞
か
れ
て

「

、

、

い
か
に
も

そ
の
通
り
じ
ゃ

わ
し
は
半
狂
気
じ
ゃ
か
ら
自
分
に

も
困
っ
て
い
る
。
本
狂
気
に
な
れ

た
ら
よ
い
の
だ
が
、
な
か
な
か

本
狂
気
に
な
れ
ぬ
の
で
困
っ
て
い

ほ
ん
き
ち
が
い

る
の
じ
ゃ
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
和
上
の
述
懐
に

は
深
く
味
う
べ
き
も
の
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
時
々
遠
方
の
同
行
か

ら
「
一
度
お
寺
に
お
参
り
し
て
、

和
上
様
の
ご
化
導
に
あ
づ
か
り
た

い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
節
は

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い

う
手
紙
を
出
す
と
、
和
上
か
ら
の

返
事
は
、
い
つ
も
決
っ
た
よ
う
に

「

、

私
は
全
く
の
評
判
だ
お
し
じ
ゃ



、

人
の
評
判
を
聞
い
て
来
ら
れ
て
も

、

必
ず
失
望
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら

中
止
さ
れ
た
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
」

と
書
き
送
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、

そ
れ
で
も
強
い
て
訪
ね
て
く
る
同

行
が
あ
る
と
、
そ
の
同
行
の
帰
え

る
と
き
に
は
「
来
て
み
て
、
い
よ

い
よ

狸

坊
主
と
い
う
こ
と
が
分
っ

た
ぬ
き
ぼ

う

ず

た
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
あ
り
ま
す
。
和
上
が
あ
る
と
き

述
懐
し
て
申
さ
れ
る
に
は
「
私
は

か
つ
て
仏
前
の
荘

厳
等
に
心
を
入

し
ょ
う
ご
ん

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
か
ら

考
え
る
と
余
計
な
こ
と
を
し
て
お

っ
た
よ
う
に
思
う
。
寸
時
を
惜
ん

す

ん

じ

で
聞
法
し
て
も
、
な
お
足
ら
ぬ
ば

」

。

か
り
の
自
分
で
あ
っ
た
云
々

と

ま
こ
と
に
禿
和
上
の
熱
烈
な
聞
法

の
態
度
と
、
そ
の
厳
し
い
自
己
否

定
の
精
神
に
は
全
く
恐
れ
入
る
ば

か
り
で
あ
り
ま
す
。

（
了
）

六
月
下
旬
、
香
川
県

【
住
職
雑
感
】

の
従
兄
弟
が
亡
く
な
り
、
早
朝
「
葬
儀
の
勤
行

に
出
席
し
て
ほ
し
い
。
通
夜
は
今
日
の
夕
五
時

か
ら
」
と
の
電
話
が
あ
っ
て
、
急
い
で
支
度
を

し
て
坊
守
の
運
転
で
出
か
け
、
午
後
四
時
頃
葬

。

。

儀
会
館
へ
到
着

既
に
親
族
が
集
ま
っ
て
い
た

久
し
ぶ
り
に
会
う
人
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
通

夜
は
真
宗
興
正
寺
派
の
お
勤
め
で
始
ま
っ
た
。

真
宗
で
も
派
が
違
う
と
導
師
さ
ん
の
声
明
に
つ

い
て
い
く
の
に
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
一
泊
し
て

の
告
別
式
。
参
列
者
は
百
人
以
上
で
大
勢
の
参

列
者
で
あ
っ
た
。
花
輪
も
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ

て
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
葬
儀
ら
し
い
葬
儀
で
あ

っ
た
。
葬
儀
の
後
、
妙
好
人
で
有
名
な
庄
松
同

行
（
一
七
九
九
～
一
八
七
一
）
ゆ
か
り
の
地
を

訪
ね
る
。
庄
松
さ
ん
は
鈴
木
大
拙
博
士
に
よ
っ

て
日
本
は
も
と
よ
り
世
界
に
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
庄
松
さ
ん
の
檀
那
寺
で
あ
る
三
本

松
の
勝
覚
寺
（
興
正
寺
派
）
に
行
く
。
境
内
は

広
い
が
、
無
住
で
住
職
は
居
ら
れ
ず
、
本
堂
は

閉
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
本
堂
も
山
門
も
立

派
だ
が
い
さ
さ
か
荒
れ
て
い
る
。
境
内
の
庭
に

あ
る
庄
松
さ
ん
の
銅
像
に
お
参
り
。
そ
の
後
離

れ
た
処
に
あ
る
小
砂
（
こ
ざ
れ
）
説
教
場
を
訪

ね
る
。
庄
松
さ
ん
が
日
頃
聞
法
し
て
い
た
所
で

あ
る
。
丁
度
、
管
理
を
し
て
い
る
方
（
興
正
寺

）

。

派
門
徒

に
で
あ
っ
て
案
内
を
し
て
い
た
だ
く

小
さ
な
説
教
場
に
着
く
と
、
庄
松
同
行
の
立
派

な
墓
が
あ
っ
た
。
説
教
場
も
墓
も
お
同
行
た
ち

に
よ
っ
て
大
切
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。
明
治
四

年
に
亡
く
な
っ
た
庄
松
同
行
の
信
徳
が
今
に
続

い
て
い
る
こ
と
を
肌
で
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
た
だ
い
た
質
問
の

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
？
」

で
す
が
、
今
回
は
⑤
「
私
た
ち
は

仏
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
か
？
」
の

質
問
で
す
が
、
⑥
の
「
な
ん
で
私

が
仏
さ
ま
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
」
の
問
い
と
重
な
る
と
思
い
ま

す
の
で
⑤
と
⑥
と
を
一
緒
に
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
今
月

「

」

は
真
宗
で
い
う

仏
と
は
何
ぞ
や

「
仏
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
」
を
述
べ
て
み
ま
す
。

「
仏
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
い
ろ。

い
ろ
な
言
い
表
し
方
が
あ
り
ま
す

仏
と
は
仏
陀
と
も
表
記
さ
れ
、
仏

陀
と
は
イ
ン
ド
語
で
は
「
真
理
に

め
ざ
め
た
方
」
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。
真
理
に
目
覚
め
た
方
で
、
歴

史
上
で
著
名
な
仏
陀
は
ゴ
ー
タ
マ。

・
仏
陀
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
で
す

「

」

で
は
仏
陀
が
目
覚
め
た

真
理

と
は
何
か
は
古
来
よ
り
「
自
他
一

如

（
自
他
一
体
）
の
真
理
と
い
わ

」
れ
て
い
ま
す
。
で
は
自
他
一
如
の

真
理
と
は
、
ど
う
い
う
真
理
な
の

か
、
や
や
難
し
く
な
り
ま
す
が
、

述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

、

ー
ー
ー
自
他
一
如
の
真
理
と
は

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
は
離

し
が
た
く
一
つ
で
あ
る
、
聞
く
も

の
と
聞
か
れ
る
も
の
（
音
）
と
は

一
体
で
あ
る
、
知
る
も
の
と
知
ら

れ
る
も
の
は
一
如
で
あ
る
、
と
い

う
真
理
で
す
。
こ
れ
を
極
く
日
常

的
な
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
た
と

え
ば
、
庭
に
あ
る
桃
色
の
ベ
コ
ニ

ア
の
花
が
美
し
い
と
い
う
経
験
に

於
て
、
ベ
コ
ニ
ア
と
そ
れ
を
意
識

し
て
い
る
働
き
と
は
離
し
が
た
く

一
つ
で
す
。
逆
に
、
ま
ず
私
と
い

う
も
の
が
い
て
、
そ
の
外
に
ベ
コ

ニ
ア
が
あ
っ
て
私
が
ベ
コ
ニ
ア
を

認
識
し
た
、
す
な
わ
ち
ま
ず
私
が

あ
っ
て
こ
の
私
が
外
の
自
然
や
他

者
に
関
わ
っ
て
い
る
、
な
ど
と
思

っ
て
い
る
の
は
自
と
他
を
分
離
し

て
考
え
て
い
る
の
で
す

「
ベ
コ
ニ

。

ア
が
咲
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

「

」

と
そ
れ
を
見
て
い
る

私
が
い
る

と
い
う
こ
と
と
は
一
つ
の
事
象
で

あ
り
ま
す

「
庭
に
ベ
コ
ニ
ア
が
咲

。

い
て
い
て
、
そ
れ
を
私
が
見
て
い

る
」
と
い
う
の
は
、
最
初
の
瞬
間

の
経
験
を
後
か
ら
反
省
し
て
「
庭

の
ベ
コ
ニ
ア
」
と
〈
私
〉
を
分
け

て
考
え
て
い
る
の
で
す
。
バ
ッ
ハ

の
マ
タ
イ
受
難
曲
を
聴
い
て
い
る

と
い
う
経
験
で
、
マ
タ
イ
と
そ
れ

を
聴
い
て
い
る
私
と
は
、
聴
い
て

、〈

〉

い
る
経
験
が
あ
る
だ
け
で

聴
く

と
〈
マ
タ
イ
〉
と
は
そ
の
場
合
、

。

、

一
つ
の
経
験
の
持
続
で
す

大
体

〈
聴
く
〉
な
く
し
て
音
曲
そ
の
も

の
も
成
立
し
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う

こ
と
で
環
境
は
私
（
主
体
）
と
不

可
分
な
の
で
す
。
知
る
も
の
が
あ

っ
て
知
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
知

ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
知
る
も

の
が
あ
る
の
で
す
。
も
し
知
ら
れ

る
も
の
を
全
て
剥
ぎ
取
っ
て
し
ま

っ
た
ら
知
る
働
き
は
あ
り
得
ま
せ

ん
。
た
と
え
真
っ
暗
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
真
っ
暗
さ
え
知
る

心
を
離
れ
て
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

知
る
働
き
と
知
ら
れ
る
世
界
と
は

一
つ
の
事
象
の
二
面
で
す
。
ー
ー

こ
う
い
う
自
他
一
如
の
真
理
に

完
全
に
目
覚
め
た
お
方
が
仏
陀
で

す
。
知
ら
れ
つ
つ
あ
る
全
体
（
世

仏
様
と
は
何
か



界
）
は
知
る
も
の
と
一
体
で
あ
り

全
内
容
で
す
か
ら

「
私
は
世
界
で

、

あ
り
、
世
界
は
私
で
あ
る
」
と
も

い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
知
る
智

慧
は
他
者
や
他
の
生
き
物
を
全
て

は
自
分
の
生
の
内
容
に
な
り
ま
す

か
ら
、
一
切
衆
生
は
私
の
い
の
ち

の
内
容
に
ほ
か
な
ら
ず
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
は
〈
我
が
も
の
で

〉

。

あ
り
我
が
子

な
の
で
あ
り
ま
す

そ
こ
に
自
他
一
如
の
智
慧
は
同
時

に
大
慈
の
働
き
と
な
り
ま
す

『
仏

。

説
無
量
寿
経
』
に
は

「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
に
お
い
て
、

視
わ
す
こ
と
自
己
の
ご
と
し

」
。

と
佛
智
の
内
容
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
一
切
衆
生
を
自
己
の
如
く
感

知
し
て
い
る
仏
の
智
慧
に
は
慈
悲

の
徳
が
具
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
智
慧
と
慈
悲
の
徳
の
円
満
な

お
方
が
佛
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ

自
他
一
体
と
覚
っ
て

世

、

「

界
は
私
で
あ
り
、
私
は
世
界
で
あ

る

「
あ
な
た
は
私
で
あ
り
、
私
は

」
あ
な
た
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
覚

り
の
智
慧
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

こ
の
世
に
生
き
ら
れ
た
ゴ
ー
タ
マ

・
仏
陀
（
釈
尊
は
）
こ
の
覚
り
の

智
慧
を
得
て
も
現
実
社
会
を
生
き

て
い
く
一
人
の
人
で
あ
る
場
合
、

も
し
「
あ
な
た
は
私
で
あ
り
、
私

は
あ
な
た
で
あ
る
」
と
い
う
智
慧

だ
け
で
は
一
人
の
人
の
身
に
お
い

て
生
き
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
あ

な
た
の
所
有
物
を
私
の
物
と
し
て。

取
り
扱
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん

私
の
身
と
あ
な
た
の
身
、
私
に
所

属
す
る
物
と
あ
な
た
に
所
属
す
る

物
と
の
区
別
が
一
応
必
要
で
す
。

そ
う
で
な
い
と
社
会
生
活
は
で
き

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
自
他
一
体
の

悟
り
を
開
い
た
釈
尊
も
、
さ
と
り

の
智
慧
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
し

自
我
の
心
（
分
別
心
）
を
同
時
に

も
っ
て
生
き
ら
れ
た
の
で
す
。
自

我
は
自
他
を
区
別
し
、
判
断
し
選

択
す
る
機
能
で
す
。

た
だ
釈
尊
の
場
合
、
自
我
を
持

っ
て
い
な
が
ら
、
自
我
に
対
す
る

執
着
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
す

か
ら
人
で
あ
る
限
り
自
他
一
如
の

智
慧
を
得
て
も
、
こ
の
世
に
生
き

る
限
り
自
他
を
区
別
し
て
考
え
る

自
我
は
必
要
な
の
で
す
。

た
だ
し
凡
夫
は
自
我
し
か
知
り

、

、

ま
せ
ん
か
ら

自
他
を
切
り
離
し

切
り
離
さ
れ
た
自
分
に
深
く
執
着

し
て
、
貪
欲
と
瞋
恚
の
煩
悩
に
染

め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
「
真
宗
で
仏
に
な
る

と
は
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現

実
の
身
を
持
っ
て
い
る
凡
夫
に
は

こ
の
世
で
釈
尊
の
よ
う
な
悟
り
の

智
慧
を
得
る
こ
と
は
と
う
て
い
で

き
ま
せ
ん
。
仏
に
は
な
り
え
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
真
宗
で
は
死
し

て
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
浄
土
は
涅
槃
界
で

す
が
、
宗
祖
は

「
涅
槃
界
と
い
う
は
、
無
明
の
ま

ど
い
を
ひ
る
が
え
し
て
、
無
上
涅

槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
な
り
。
界

は
、
さ
か
い
と
い
う
。
さ
と
り
を

ひ
ら
く
さ
か
い
な
り

（
唯
信
鈔

。
」

文
意
）

と
仰
せ
ら
れ
、
浄
土
は
自
他
一
如

の
覚
り
を
完
全
に
開
く
境
界
で
あ

り
ま
す
。
浄
土
で
は
肉
体
と
し
て

の
身
を
も
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
自
他

一
体
の
覚
り
を
開
く
と
い
わ
れ
、

そ
れ
を
「
弥
陀
同
体
の
覚
り
」
を

得
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
ア
ミ
ダ
仏

と
同
じ
覚
り
で
す
か
ら
、
こ
の
さ

と
り
を
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
と
も

大
涅
槃
の
さ
と
り
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
肉
体
的
な
身
を
持
た
な
い
真

理
そ
の
も
の
の
身
と
な
る
の
で
す

か
ら
法
身
と
も
無
上
佛
に
な
る
と

も
い
わ
れ
ま
す

（
無
上
涅
槃
を
無

。

余
涅
槃
と
い
い
、
人
の
身
に
生
き

た
釈
尊
の
場
合
の
涅
槃
は
肉
体
と

し
て
の
身
（
自
我
）
が
あ
り
ま
す

か
ら
有
余
涅
槃
と
い
わ
れ
ま
す
）

と
こ
ろ
で
真
宗
で
は
浄
土
に
生

ま
れ
る
と
大
涅
槃
を
さ
と
る
、
す

な
わ
ち
無
上
佛
に
な
る
と
も
い
わ

れ
ま
す
が
、
な
ぜ
大
涅
槃
を
さ
と

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
申
し
ま
す

と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
い

た
信
心
に
は
仏
の
智
慧
と
慈
悲
の

境
界
で
あ
る
大
涅
槃
界
と
同
質
の

智
慧
（
自
他
一
如
の
智
慧
）
が
こ

も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
南
無
阿
弥

陀
仏
を
い
た
だ
い
た
信
心
の
人
は

（

）

こ
の
身
が
終
わ
る
時

臨
終
一
念

に
信
心
の
智
慧
は
開
花
し
て
大
涅

槃
を
覚
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ

ば
無
上
佛
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
南
無
阿

弥
陀
仏
は
法
蔵
菩
薩
の
願
行
に
よ

っ
て
仏
の
智
慧
と
慈
悲
の
無
上
の。

功
徳
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す

そ
こ
で
宗
祖
は

「
こ
の
行
は
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ

も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ

。

、

の
善
本
を
具
せ
り

極
速
円
満
す

真
如
一
実
の
功
徳
の
宝
海
な
り
」

（

教
行
証
文
類
』
行
巻
）

『
と
仰
せ
ら
れ

『
ご
和
讃
』
に
は

、

「
智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は

法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り

信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば

」

い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
南

無
阿
弥
陀
仏
に
は
ア
ミ
ダ
仏
の
智

慧
（
自
他
一
如
、
無
分
別
智
）
の

徳
が
こ
も
っ
て
い
て
、
こ
の
智
慧

が
念
仏
を
信
じ
る
信
心
と
し
て
衆

生
の
上
に
与
え
ら
れ
、
衆
生
の
も

の
に
な
り
ま
す
。
衆
生
は
信
心
の、

智
慧
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
か
ら

こ
の
智
慧
は
佛
の
智
慧
と
同
質
の

智
慧
で
あ
っ
て
、
こ
の
信
心
の
智

慧
が
佛
に
な
る
因
と
な
っ
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
浄

土
に
生
ま
れ
て
大
涅
槃
の
覚
り
を

得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ひ
と
た
び

浄
土
に
生
ま
れ
て
大
涅
槃
の
覚
り

を
開
き
、
自
他
一
如
に
完
全
に
目

覚
め
た
仏
に
な
っ
た
ら
、
そ
こ
に

一
切
衆
生
を
我
が
子
の
よ
う
に
慈

し
む
無
量
の
慈
悲
が
用
き
出
し
て

き
ま
す
。
一
切
衆
生
の
苦
し
み
や

悩
み
に
共
感
し
、
全
て
の
も
の
に

真
の
安
ら
ぎ
を
与
え
た
い
、
同
じ

仏
に
し
た
い
と
い
う
慈
悲
の
活
動

と
な
っ
て
無
窮
に
働
く
も
の
と
な

り
ま
す
。

こ
う
し
て
「
佛
に
な
る
と
は
」

そ
の
究
極
は
限
り
な
い
慈
悲
の
用、

き
を
な
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
り

そ
の
内
実
は
自
他
一
如
の
完
全
な

智
慧
い
わ
ば
無
上
仏
智
（
無
分
別

智
）
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仏
に
な
ら
し
て
い
た

だ
け
る
の
が
念
仏
の
信
心
で
す
。


