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j争

土

の

生

格

大

矢

正

日百

金
・
銀
・
瑠
璃
を
始
め
、
種
々
の
珍
宝
で
美
し
く
荘
厳
さ
れ
、
妙
な
る
音
曲
や
薫
香
が
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
。
心
に
思
い
さ
え
す
れ
ば
、

百
味
の
飲
食
が
た
だ
ち
に
現
前
す
る
。
そ
し
て
清
浄
な
る
水
で
満
た
さ
れ
た
浴
油
、
迦
陵
頻
伽
鳥
の
和
雅
の
声
。

無
量
寿
経
や
阿
弥
陀
経
等
に
説
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
極
楽
世
界
(
以
下
単
に
浄
土
と
称
ぶ
)

の
像
を
、
我
々

は
心
の
中
に
抱
い
て
い
る
。
か
か
る
浄
土
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
浄
土
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
は
、

そ
の
人
の
、
浄
土
教
の
み
な
ら
ず
仏
教
全
体
に
対
す
る
根
本
的
態
度
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
浄
土
が
い
か
な
る
位
置
に
属
す
る
か
に
つ
い
て
諸
論
は
、
多
く
こ
れ
を
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
い
わ
ゆ
る
三
界
を
超
え
た
も

の
と
し
て
考
え
て
い
る
。
竜
樹
の
大
智
度
論
巻
三
八
に
は
、

(
他
方
国
土
の
)
世
界
は
、
地
の
上
に
在
る
が
故
に
色
界
と
名
づ
け
ず
。
欲
無
き
が
故
に
欲
界
と
名
づ
け
ず
。
形
色
あ
る

(
l
)
 

が
故
に
無
色
界
と
名
づ
け
ず
。

是
の
如
き
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と
あ
る
。
他
方
国
士
を
阿
弥
陀
の
浄
土
と
解
す
れ
ば
、

か
か
る
浄
土
に
欲
無
し
と
い
う
点
、
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触

れ
る
こ
と
に
す
る
。
世
親
の
浄
土
論
に
な
る
と
明
瞭
に
、

(
2
)
 

彼
の
世
界
の
相
を
観
、
ず
る
に
、
一
二
界
の
道
に
勝
過
せ
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
曇
驚
の
往
生
論
註
で
は
、
世
一
親
の

(
3
)
 

「
論
」
を
承
け
て
さ
ら
に
こ
の
こ
と
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
し
、
道
紳
の
安
楽
集

で
は

間
ふ
て
日
は
く
。
安
楽
国
土
は
三
界
の
中
に
於
て
、
何
れ
の
界
の
所
摂
、
ぞ
や
。
答
へ
て
日
は
く
。
浄
土
は
勝
妙
に
し
て
体
世
間
を
出

す
べ
て

づ
。
此
の
三
界
は
乃
ち
是
れ
生
死
凡
夫
の
闇
宅
な
り
。
ま
た
苦
楽
少
し
く
殊
に
、
修
短
異
有
り
と
躍
も
、
統
如
之
を
観
ず
る
に
、
有
漏

(

、

4
)

(
中
略
)
是
の
故
に
浄
土
は
三
界
の
摂
に
非
ず
。

の
長
津
に
非
ざ
る
こ
と
莫
し
。
侍
伏
相
乗
じ
て
循
環
無
際
な
り
。

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

浄
土
が
三
界
の
一
昨
摂
に
非
、
ず
、
一
二
界
を
超
え
る
も
の
と
す
る
と
、
当
然
そ
れ
は
実
相
界
、
担
繋
界
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
諸
論
に
も

又
、
彼
の
浄
土
に
言
ふ
所
の
相
と
は

即
ち
是
れ
無
漏
の
相
、

実
相
の
相
な
り

(
5
)
 

安
楽
集
)

(
6
)
 

(
善
導
、
観
経
四
帖
疏
)

ム

H4
門

ノ

円

u
p
、、

古口

U
ム
引
く

三
種
の
差
別
有
り
と
躍
も
、
比
白
是
れ
弥
陀
浄
国
の
無
漏
真
実
の
勝
相
な
り
。

(
7
)
 

彼
の
界
は
位
是
れ
無
漏
無
生
の
界
な
り
。
宣
に
生
死
漸
長
の
義
あ
ら
ん
や
。
(
同
右
)

等
々
と
説
か
れ
て
い
る
。

浄
土
が
法
性
清
浄
の
実
相
界
を
意
味
す
る
な
ら
、

そ
こ
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
当
然
輪
廻
と
い
う
現
象
的
生
死
を
超
え
て
、
不
生
不
滅

の
出
繋
界
ヘ
帰
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
即
無
上
菩
提
を
謹
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
往
生
と
謹
菩
提
と
、



そ
の
聞
に
寸
刻
の
間
隙
も
あ
つ
で
は
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
観
無
量
寿
経
で
は
、
上
品
・
中
品
・
下
品
の
三
輩
に
等
し
く
往
生
を
認
め
な

が
ら
も
、

た
と
え
ば
中
品
中
生
の
項
で
は

ひ
ら

行
者
自
ら
蓮
華
土
に
坐
せ
る
を
見
る
。
蓮
華
即
ち
合
し
て
西
方
極
楽
世
界
に
生
れ
、
宝
池
中
に
在
り
。
七
日
を
経
て
蓮
華
乃
ち
敷
く
。

(
8
)
 

華
既
に
敷
き
巳
り
て
関
目
し
合
掌
し
て
世
尊
を
讃
歎
す
。
法
を
聞
き
歓
喜
し
、
須
陀
湿
を
得
。
半
劫
を
経
巳
り
て
阿
羅
漢
と
な
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
即
ち
、
浄
土
に
往
生
し
て
も
、
無
上
菩
提
を
誼
す
る
に
は
、
な
お
い
く
ば
く
か
の
時
間
的
経
過
を
要
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
解
す
れ
ば
、
浄
土
即
浬
繋
界
、
往
生
即
誼
菩
提
と
一
概
に
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
浄
土
を
浬
繋
界
と

考
え
る
な
ら
、

そ
れ
と
同
時
に
な
お
無
上
菩
提
を
謹
す
る
た
め
の
行
を
修
す
る
場
、
も
し
く
は
信
不
及
の
徒
の
一
時
住
す
る
場
と
し
て
、

格性

い
わ
ば
途
次
的
段
階
と
し
て
の
世
界
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
に
は
、
究
寛
地
と
し
て
の
浬
繋
界
と
、
そ
こ
に
至
る
た
め

の

の
途
次
的
段
階
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
源
信
の
往
生
要
集
に
お
い
て
、
浄
土
に
報
土
・
化
土
(
悌
慢
界
)
の
別
が
、
親
驚
の

土

教
行
信
謹
に
お
い
て
、
真
仏
土
・
化
身
土
の
別
が
明
瞭
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
浄
土
の
か
か
る
二
面
性
が
は
っ
き
り
自
覚
さ

浄

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
故
で
あ
ろ
う
。
呉
の
支
謙
訳
の
大
阿
弥
陀
経
に
、

中
に
地
に
在
り
て
経
を
講
ず
る
者
、
経
を
請
す
る
者
、
経
を
説
く
者
、

口
づ
か
ら
経
を
受
く
る
者
、
経
を
聞
く
者
、
経
を
念
ず
る
者
、

道
を
思
ふ
者
、
坐
禅
す
る
者
、
経
行
す
る
者
有
り
。

(
中
略
)
未
だ
須
陀
逗
道
を
得
ざ
る
者
は
即
ち
須
陀
垣
道
を
得
、
未
だ
斯
陀
含
道

を
得
ざ
る
者
は
即
ち
斯
陀
含
道
を
得
、
:
・
(
乃
至
)
:
・
未
だ
阿
惟
越
致
を
得
ざ
る
菩
薩
は
阿
惟
越
致
を
得
る
な
り
。
各
々
自
ら
経
を
説

{
n
w
d
}
 

き
、
道
を
行
じ
、
悉
く
皆
道
を
得
て
歓
喜
し
踊
躍
せ
ざ
る
者
莫
し
。

と
、
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
浄
土
は
、

明
ら
か
に
無
上
菩
提
に
至
る
途
次
的
段
階
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。
而
し
て
、
こ

33 

の
途
次
的
段
階
と
し
て
の
浄
土
は
、
生
死
相
対
の
差
別
観
が
未
だ
滅
し
て
い
な
い
者
の
住
す
る
場
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
形
あ
る
世
界
で
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な
く
て
は
な
ら
な
い
。

今
日
、
有
相
の
浄
土
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
性
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
金
子
大
栄
博
士
は

「
浄
土
の
諸
問
題
」

の
中
で
、「

教
行
信
証
』
の
真
仏
土
巻
に
は
、
真
の
仏
国
に
は
色
も
形
も
な
い
と
い
わ
れ
で
あ
る
。
お
経
に
色
・
形
が
説
い
て
あ
る
の
は
象
徴

(
中
略
)
浄
土
が
有
る
か
無
い
か
を
問
題
に
す
る
人
は
、
純
粋
精
神
の
国
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
そ
う
し
て

(ω) 

や
は
り
色
と
か
形
と
か
い
う
も
の
を
つ
か
も
う
と
す
る
。
そ
こ
に
間
違
い
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
稲
葉
秀
賢
博
士
も
や
は
り
、

浄
土
が
七
宝
荘
厳
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
、
如
来
の
願
心
が
此
土
を
選
捨
の
境
と
し
て
選
取
せ
ら
れ
た
絶
対
の
境
地
を
示
す
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
願
心
の
具
体
性
を
示
す
と
共
に
、
そ
れ
に
依
っ
て
一
如
法
界
の
ま
こ
と
を
象
徴
せ
る
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)

そ
れ
放
に
、
七
宝
荘
厳
は
、
あ
く
ま
で
、
象
徴
的
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
体
化
、
観
念
化
し
で
は
な
ら
な
い
。

と
、
解
し
て
お
ら
れ
る
。
浄
土
を
、
三
界
に
勝
過
し
た
浬
繋
界
に
位
置
せ
し
め
る
場
合
、
有
相
の
浄
土
は
こ
の
よ
う
に
象
徴
的
表
現
と
解

さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
浄
土
を
実
際
に
存
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

象
徴
的
乃
至
警
輸
的
表
現
と
解
す
れ
ば
、
古
来
、
善
導
や
懐
感
等
の
善
知
識
を
始
め
多
く
の
浄
土
教
の
信
者
が
感
見
し
た
と
い
う
浄
土
の

荘
厳
相
を
正
当
に
説
明
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
稲
葉
博
士
は
、

大
工
ら
に
、

今
日
浄
土
の
問
題
に
関
す
る
蹟
き
は
、
こ
の
指
方
立
相
の
浄
土
で
あ
っ
て
、
殊
に
浄
土
を
存
在
の
世
界
と
し
て
、
そ
の
有
無
を
問
題

(ロ)

に
す
る
時
我
々
は
遂
に
救
う
べ
か
ら
ざ
る
泥
沼
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
竜
樹
の
見
解
に
従
っ
て
有
相
の
浄
土
を
、
二
一
界
を
超
え
た
浬
繋
界
に
位
置
せ
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に



考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
前
述
の
如
く
、
途
次
的
段
階
と
し
て
の
有
相
の
浄
土
を
、
浬
繋
界
を
意
味
す
る
浄
土
と
は
一

応
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
存
在
の
有
無
を
開
い
得
る
立
場
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
無
量
寿
経
の
貌
訳

及
び
党
本
を
中
心
に
唐
訣
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

ま
、
ず
、
浄
土
の
荘
厳
に
つ
い
て
、
貌
訳
で
は
、

格

(
日
)

清
浄
な
る
荘
厳
は
、
十
方
一
切
の
世
界
に
超
捻
す
。
衆
宝
の
中
の
精
に
し
て
、
そ
の
宝
猶
し
第
六
天
の
宝
の
如
し
。

(
M
)
 

処
る
所
の
宮
殿
・
衣
服
・
飲
食
・
衆
の
妙
な
る
華
香
・
荘
厳
の
具
は
第
六
天
の
猶
し
。

性!l) 

と
説
い
て
い
る
。
浄
土
の
種
々
の
き
ら
び
や
か
な
環
境
や
資
具
は
、
第
六
天
、

即
ち
欲
天
界
の
最
高
地
た
る
他
化
自
在
天
の
そ
れ
に
等
し

土

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
党
本
に
も

j争

(
日
)

ま
た
こ
の
よ
う
な
一
切
の
受
用
の
具
を
円
満
す
る
こ
と
、
他
化
自
在
天
の
知
し
。

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
貌
訳
で
は
、
浄
土
の
住
人
に
つ
い
て
、

仮
令
、
天
帝
を
第
六
天
王
に
比
ぶ
れ
ば
、
百
千
億
倍
も
相
類
せ
ざ
る
な
り
。
設
ひ
、
第
六
天
王
を
無
量
寿
仏
国
の
菩
薩
・
声
聞
に
比

(
日
)

ぶ
れ
ば
、
光
顔
容
色
の
、
相
及
逮
ば
ざ
る
こ
と
、
百
千
万
億
不
可
計
倍
な
り
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
ニ
れ
は
浄
土
の
環
境
及
び
資
具
が
、
第
六
天
の
そ
れ
と
等
し
い
と
す
る
前
述
の
個
所
と
一
貫
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

党
本
で
は
、

(
口
)

の
点
に
お
い
て
、
極
楽
世
界
の
人
々
は
、
他
化
自
在
天
の
諸
天
の
如
し
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

35 

ア

i
ナ
ン
ダ
よ
、
そ
(
容
色
)
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世
尊
日
わ
く
、

「
ア
ジ
タ
よ
、
他
化
自
在
天
の
諸
天
と
、
極
楽
世
界
の
諸
人
と
に
、
何
ら
か
の
相
違
あ
り
と
考
え
る
か
」

(
日
)

「
世
尊
よ
、
私
は
何
ら
の
相
違
を
も
認
め
ま
せ
ん
」

ア
ジ
夕
日

わ
く
、

と
説
か
れ
て
い
る
。
唐
訳
で
も
同
様
に
、

(
M
U
)
 

阿
難
よ
、
応
に
知
る
べ
し
。
彼
の
国
の
有
情
は
、
猶
し
他
化
自
在
天
王
の
如
し
。

と
あ
る
。
党
本
及
び
唐
訳
で
は
、
宮
殿
や
宝
池
、
或
い
は
種
々
な
る
荘
厳
の
具
に
相
応
し
て
、
浄
土
に
住
す
る
人
天
の
容
色
は
、
他
化
自

在
天
の
天
人
と
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
、

ヘハ
υ
J

聞
に
不
相
応
を
認
め
る
貌
訳
に
対
し
て
、
党
本
及
び
唐
訳
の
表
現
の
方
に
一
貫
性
が
見
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
か
か
る
相
違
が
生
じ
た
か
は

つ
ま
り
依
正
二
報
と
も
に
、

一
貫
し
て
他
化
自
在
天
に
等
し
い
と
い
う
。
浄
土
の
依
正
の

明
ら
か
で
な
い
。
或
い
は
貌
訳
及
び
旧
訳
の
依
拠
し
た
党
文
原
典
の
伝
承
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
紛
れ
が
生
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
貌
訳
独
自
の
立
場
を
認
め
る
な
ら
、
貌
訳
で
は
浄
土
の
住
人
を
で
き
る
だ
け
高
い
位
置
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
と
は
、

(
浄
土
の
住
人
は
)
顔
貌
端
正
に
し
て
、
世
に
超
え
て
希
有
な
り
。
容
色
微
妙
に
し
て
天
に
非
ず
、
人
に
非
、
ず
。
皆
自
然
虚
無
の
身

(
幻
)

無
極
の
体
を
受
く
。

と
い
う
表
現
に
明
瞭
に
見
ら
れ
る
。
自
然
・
虚
無
・
無
極
と
い
う
語
は
、
旧
訳
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
浬
繋
を
意
味
す
る
と

解
す
れ
ば
、
自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
を
受
く
と
は
、
菩
提
を
謹
し
て
法
身
を
得
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
党
本
に
は
こ
の

語
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
貌
訳
に
は
、
旧
訳
を
受
け
て
、

ち
か
(
月
中
)

彼
の
仏
国
土
は
清
浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
り
。
無
為
泥
湿
の
道
に
次
じ
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
浄
土
を
浬
繋
界
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
向
が
汲
み
取
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
も
党
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。



こ
れ
を
要
す
る
に
、
貌
訳
で
は
、
浄
土
を
無
為
浬
繋
界
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
と
、
有
為
界
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が

混
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
党
本
で
は
、
浄
土
を
有
為
界
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
党
本
に
徴
し
て

み
れ
ば
、
経
典
に
美
し
く
荘
厳
さ
れ
た
浄
土
は
、
欲
天
の
最
高
位
た
る
他
化
自
在
天
に
相
当
す
る
世
界
で
あ
る
。
党
本
に
よ
る
か
か
る
解

釈
は
、
貌
訳
の
立
場
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
引
っ
貌
訳
で
は
暖
昧
に
な
っ
て
い
た
有
為
・
無
為
の
浄
土
、
有
相
・
無
相
の
浄

土
の
意
味
を
明
確
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

や
や
煩
雑
な
手
続
き
で
、
有
相
の
浄
土
が
六
欲
天
の
最
上
位
た
る
他
化
自
在
天
に
相
当
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

格

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
往
生
し
た
ば
か
り
の
者
か
ら
、
菩
提
を
ま
さ
に
謹
せ
ん
と
す
る
菩
薩
を
も
含
ん
だ
世
界
で
あ
る
か
ら
、

一
概
に
論
、
ず

性

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
基
本
的
な
性
格
は
飽
く
ま
で
欲
天
相
当
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
四
十
八
願
の
内
容
を
み
て
も
、
た
と
え
ば
第
三
一

(
お
)

願
に
は
、
浄
土
の
住
人
の
身
体
を
金
色
(
印
己
〈
号
宮
〈
伊
三
伊
)
な
ら
し
め
ん
、
と
説
か
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
自
然
・
虚
無
・
無
極
の
法
身

(J) 土

の
象
徴
的
表
現
と
解
す
る
必
要
は
な
い
。
禅
定
に
わ
い
て
金
色
の
光
を
放
っ
た
菩
薩
の
姿
は
実
際
に
よ
く
感
得
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

i争

こ
れ
は
欲
天
に
示
現
し
た
菩
薩
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
浄
土
の
家
服
に
は
、
洗
濯
・
乾
燥
・
裁
縫
・
染
色
を
要
し
な
い
と
い
う
第
三
一
十
九

(
M
)
 

(
貌
訳
第
三
十
八
)
厚
等
も
、
浄
土
が
欲
天
界
相
当
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
う
っ
か
り
そ
の
意
義
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。と

こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
竜
樹
は
、
大
智
度
論
に
お
い
て
、

是
の
如
き
世
界
は
、
地
の
上
に
在
る
が
故
に
色
界
と
名
づ
け
ず
。
欲
無
き
が
故
に
欲
界
と
名
づ
け
ず
。
形
色
あ
る
が
故
に
無
色
界
と

名
づ
け
ず
。
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と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
所
論
を
承
け
て
後
の
論
者
は
、
有
相
の
浄
土
を
も
三
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
せ
し
め
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で



38 

あ
る
。
し
か
し
有
相
の
浄
土
を
問
題
と
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
論
を
肯
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
何
故
な
ら
、
無
量
寿
経
に
、

実
に
ま
た
ア

i
ナ
ン
ダ
よ
、
極
楽
世
界
の
衆
生
は
粗
末
な
食
事
を
摂
ら
な
い
。
而
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
食
べ
よ
う
と
さ
え

思
え
ば
、
そ
の
通
り
の
も
の
を
摂
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
身
も
心
も
飽
足
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
以
外
の
も
の
を
身
に
取
り

(
お
)

入
れ
る
必
要
が
な
い
。

(
お
)

と
説
か
れ
て
い
る
故
に
。
象
徴
的
表
現
と
す
る
解
釈
を
排
し
て
素
直
に
こ
れ
を
み
れ
ば
、
浄
土
の
住
人
に
は
な
お
、
食
事
に
対
す
る
執
着

が
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
残
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
心
に
思
え
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
食
欲
と
い
っ
て
も
、

我
々
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
ご
く
微
細
に
し
て
優
雅
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
た
と
え
い
か
に
優
雅
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
食
に

対
す
る
欲
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。

色
天
に
至
れ
ば
、

既
に
食
に
対
す
る
欲
は
完
全
に
克
服
さ
れ
て
い
る
故
に
、

心
に
食
せ
ん
と
欲
す
る

」
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
有
相
の
浄
土
は
、
欲
天
の
最
高
位
た
る
他
化
自
在
天
に
相
当
す
る
世
界
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
へ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
願
に
乗
じ
て
死
後
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
霊
的
世
界
の
一

部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
霊
的
世
界
と
は
、
肉
体
の
機
能
が
停
止
し
て
も
な
一
お
存
続
す
る
い
わ
ゆ
る
霊
魂
の
属
す
る
世
界
と
い
う
意
味
で

やめ
4

令
。

し
か
し
、

か
か
る
霊
魂
を
、
肉
眼
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
存
在
を
全
く
否
定
す
る
か
、
或
い
は
そ
の
存

否
を
断
定
し
得
な
い
以
上
、
不
聞
に
付
そ
う
と
す
る
の
が
、
霊
魂
に
対
し
て
多
く
の
人
々
の
取
る
態
度
で
あ
ろ
う
。
有
棺
の
浄
土
が
、
神



話
的
表
現
、
乃
至
象
徴
的
表
現
と
解
さ
れ
る
理
由
の
一
斑
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
大
智
度
論
に
日
わ
く
、

問
ふ
て
日
は
ぐ
、
死
生
の
因
縁
あ
る
こ
と
な
し
。
何
と
な
れ
ば
、
人
は
死
し
て
滅
に
帰
す
れ
ば
な
り
。
滅
に
三
種
あ
り
、

一
は
火
に

焼
か
れ
て
灰
と
な
り
、
二
に
は
虫
に
食
は
れ
て
糞
と
な
り
、
三
に
は
終
に
土
に
帰
す
。
今
は
但
だ
そ
の
滅
を
見
る
の
み
に
し
て
、
更
に

ヘ
巧

J
J

生
づ
る
者
あ
り
て
、
後
身
を
受
く
る
を
見
、
ず
。
見
ざ
る
を
以
て
の
故
に
則
ち
無
と
為
す
こ
と
を
知
安
o

こ
れ
は
常
識
的
立
場
の
者
の
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論
者
は
ま
ず
、
種
々
の
経
験
的
事
象
か
ら
帰
納
し
て
、
霊
魂
の
存

在
及
び
輪
廻
転
生
の
事
実
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
霊
魂
が
存
在
せ
ず
、
先
世
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
て
生
ま
れ
た
ば
か
り

絡

の
小
児
が
暗
い
た
り
笑
っ
た
り
、
或
い
は
仔
午
が
母
牛
の
乳
を
吸
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
永
い
輪
廻
の
過
程
で
習
熟

性

し
た
性
で
あ
る
。
ま
た
肉
眼
に
は
見
え
ず
と
も
音
や
臭
い
は
存
す
る
。
従
っ
て
限
に
見
え
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
い

の

う
こ
と
は
で
き
な
い
云
々
。
し
か
し
、

い
か
に
論
証
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
、
問
者
の
疑
問
を
根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

土

ろ
う
。
事
実
、
今
日
の
我
々
は
か
か
る
論
証
に
よ
っ
て
霊
魂
の
存
在
を
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
論
者
は
、
問
者
自
身
の
立

浄

場
を
一
転
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。

生
あ
り
死
あ
る
法
も
、
亦
見
る
可
く
亦
知
る
可
し
。
汝
は
肉
眼
の
故
に
見
ざ
る
な
り
。
天
眼
の
者
は
了
了
に
能
く
見
る
。
是
の
人
の

一
房
よ
り
一
房
に
出
入
す
る
が
如
く
、
此
の
身
を
捨
て
て
後
身
に
至
る
も
亦
是
の
如
何
日

)
O

天
眼
を
得
た
者
に
と
っ
て
、
霊
魂
の
存
在
及
、
び
、
そ
の
転
生
で
あ
る
輪
廻
は
、
単
な
る
空
想
で
も
な
い
し
、
種
々
の
事
象
か
ら
帰
納
的

に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
も
な
い
。
そ
れ
は
了
了
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
事
実
で
あ
る
。
霊
魂
及
び
輪
廻
に
つ
い
て
の
様
々
な

論
証
も
、
天
眼
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
る
と
い
う
経
験
を
基
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
疑
い
な
か
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
自
ら
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仏
道
を
修
し
て
親
し
く
そ
れ
を
見
る
他
は
な
い
。
こ
こ
で
は
我
々
も
、
及
ば
ず
な
が
ら
か
か
る
霊
的
世
界
を
見
通
す
眼
を
得
た
と
い
う
立
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場
に
立
っ
て
考
え
を
進
め
て
み
よ
う
。

仏
教
で
は
、
世
界
を
有
為
と
無
為
と
に
区
分
し
、
迷
い
の
世
界
で
あ
る
有
為
界
を
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
に
分
別
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
三
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
何
段
階
か
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
霊
魂
は
こ
の
い
ず
れ
か
の
段
階
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
究
極
の
立
場
に
立
て
ば
迷
い
は
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
悟
り
も
な
い
。
有
為
無
為
の
相
対
は
本
来
あ
り
得
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
凡
夫
の
立
場
か
ら
は
、

や
は
り
現
実
に
苦
の
世
界
、
迷
い
の
世
界
は
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
迷
い
の
深

浅
に
応
じ
て
霊
的
世
界
に
様
々
な
段
階
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
衆
生
済
度
の
仏
の
働
き
も
有
為
界
で
あ
る
霊
的
世
界
で
な
さ
れ
る
。

霊
魂
と
い
う
と
、
我
々
の
心
を
離
れ
た
独
立
の
固
定
的
実
体
と
解
さ
れ
易
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
我
々
の
心
を
離
れ
た
何
か
或
る
も

の
が
輪
廻
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
我
々
自
身
に
と
っ
て
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
輪
廻
の
主
体
で
あ
る
霊
魂
は
、
即
ち
我
々た

い

の
心
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
肉
体
を
脱
し
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
肉
体
と
は
異
な
っ
た
何
ら
か
の
体

を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
体
と
い
っ
て
も
固
定
的
な
も
の
で
な
く
一
瞬
一
瞬
変
化
し
つ
つ
同
一
性
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。
霊
魂

と
い
う
言
葉
に
は
、
色
々
な
イ
メ
ー
ジ
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
た
め
不
都
合
な
点
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
ま
ま
用
い
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
霊
的
世
界
の
特
徴
を
一
言
に
し
て
き
甲
7
な
ら
ば
、
心
で
思
っ
た
こ
と
、
意
識
し
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
具
象
化
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
述
の
よ
う
に
、
浄
土
で
は
、

か
く
か
く
の
も
の
を
食
べ
た
い
と
欲
す
れ
ば
、
そ
の
思
い
の
み
で
飽
足
す
る
。

或
い
は
、
無
量
の
衆
宝
が
念
に
応
じ
て
現
前
す
る
。
仏
を
供
養
し
よ
う
と
思
え
ば
華
香
等
の
供
具
が
直
ち
に
現
わ
れ
る
。
時
間
・
空
間
の

制
約
を
超
え
て
、
十
方
無
量
の
諸
仏
の
前
に
往
詣
し
て
説
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
世
界
で
は
神
通
力
と
称
せ
ら
れ
る
こ

れ
ら
の
事
象
が
、
霊
界
で
は
、
ご
く
普
通
の
こ
と
と
し
て
、
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
肉
眼
の
所
見
で
あ
る
物
質
界
に
わ
い
て

は
、
我
々
の
心
作
用
(
意
識
内
容
)
が
直
接
具
象
化
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
も
ち
ろ
ん
皆
無
で
は
な
い
。
心
配
事
が
あ
れ
ば
、
肉
体



に
不
調
を
来
す
と
い
う
例
が
そ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
の
肉
体
以
外
の
物
質
に
対
す
る
心
作
用
の
影
響
は
ご
く
微
弱
で

あ
る
。
普
通
は
、
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
し
、
ま
た
無
視
し
て
も
た
い
し
た
問
題
は
生
じ
な
い
。
と
こ
ろ
が
霊
的
世
界
で
は
こ
れ
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
霊
一
的
世
界
を
構
成
す
る
主
因
は
、

心
作
用
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
浄
土
は
、
法
蔵
菩
薩
の
五

劫
に
わ
た
る
思
惟
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
心
作
用
が
具
象
化
し
た
最
も
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
唯
識
二
十
論
に
説
か
れ
て
い
る
地
獄
の
例
を
引
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
地
獄
で
は
、

そ
こ
に
堕
ち
た
者
を
苦
し
め
る
た
め
に
、
獄
卒
や
鉄
の
山
、
鉄
刺
林
、

さ
ら
に
は
針
の
山
等
々
が
存
す
る
。
経
量
部
で
は
、
こ
れ
ら
地
獄

格

の
環
境
は
、

性

f皮
り
t也
獄

堕
し
た
者
逮
の
業

:0;-' 
伊
円

B 
P'~ヘ

三~

の

に
よ
っ
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
、

土

(
初
)

特
別
な
色
・
形
・
量
・
力
を
備
え
た
特
殊
な
物
質
(
ゲ

E
g
i
z
d
p
)

J争

で
あ
り
、こ

れ
ら
の
物
質
が
転
変
し
て

(
Z
Zコ
2
5
2
F
)、
手
を
振
り
上
げ
る
な
ど
の
、

(
況
)

を
生
ぜ
し
め
る
。

い
ろ
い
ろ
な
動
作
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
恐
怖

と
説
く
。
世
親
は
、
こ
の
よ
う
な
業
か
ら
生
じ
た
物
質
と
い
う
考
え
を
排
し
て
、

彼
ら
の
業
に
よ
っ
て
、

(
辺
)

定
す
る
の
か
。

た
だ
識
が
そ
の
よ
う
に
転
変
す
る
の
だ
と
、

ど
う
し
て
考
え
な
い
の
か
。
な
ぜ
こ
と
さ
ら
に
物
質
な
ど
を
想
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と
論
駁
し
て
い
る
。
唯
識
説
で
は
、
環
境
は
識
の
外
に
実
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
識
自
体
が
変
異
し
た
も
の
に
過
、
ぎ
な
い
と
説
く
。
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経
量
部
の
説
に
し
ろ
、
唯
識
説
に
し
ろ
、
か
か
る
所
説
は
禅
定
に
よ
る
実
際
の
霊
界
観
察
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
を
取

る
べ
き
か
に
わ
か
に
は
断
ビ
難
い
。
し
か
し
、
こ
の
両
説
の
共
通
点
と
し
て
導
き
出
せ
る
こ
と
は
、
獄
卒
や
鉄
刺
林
等
の
地
獄
の
環
境
が

予
め
固
定
的
に
定
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
人
の
業
に
対
応
し
て
現
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
業
と
い
っ
て
も
霊
魂
に
お
い
て

は
、
心
作
用
乃
至
意
識
内
容
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
、
霊
的
世
界
に
お
い
て
諸
環
境
は
意
識
の
内
容
に
対
応
し
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
人
の
意
識
の
中
に
地
獄
に
堕
す
べ
き
要
素
が
あ
れ
ば
地
獄
の
環
境
が
生
ず
る
し
、
天
界
に
生
ず
べ
き
要
素
が
強
け
れ
ば
天
界
が
現
ず
る
。

こ
れ
を
徹
底
し
て
言
え
ば
、
天
界
を
思
え
ば
天
界
の
環
境
が
生
じ
、
地
獄
を
思
え
ば
地
獄
が
対
応
し
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

阿
弥
陀
の
浄
土
が
、
欲
天
に
相
当
す
る
世
界
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
最
も
注
目
す
べ
き
特
質
が
あ
る
。
け
だ
し
、
普

通
の
人
間
の
願
う
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
自
己
の
肉
体
を
安
楽
に
保
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
肉
体
に
対
す
る
執
着
は
実
に
根
深
く
、
抜
き
難
い
も

の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
肉
体
は
、
あ
ま
り
に
も
近
し
い
存
在
で
あ
り
、
す
べ
て
そ
れ
を
基
準
に
し
て
思
惟
し
行
為
し
て
い
る
た
め
、

何
が
い
っ
た
い
肉
体
執
着
で
あ
る
か
さ
え
分
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
は
死
後
、
肉
体
を
脱
し
た
状
態
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
従

っ
て
、

か
か
る
執
着
を
超
え
た
世
界
な
ど
、
な
か
な
か
考
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
こ
へ
生
じ
よ
う
と
す
る
真
剣
な
願
い
も
起
こ

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
衆
生
の
機
根
を
熟
知
し
た
仏
は
、
そ
の
機
根
に
応
じ
て
、
彼
ら
の
お
よ
そ
考
え
得
る
限
り
の
美
し
く
快
適
な
安
楽
国

土
を
建
立
し
て
、
衆
生
を
摂
引
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
の
浄
土
建
立
の
願
の
真
実
の
意
味
は
、

た
だ
安
楽
国
土
に

衆
生
を
迎
え
取
っ
て
遊
ば
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
に
真
に
菩
提
心
を
発
さ
せ
、
而
し
て
無
上
菩
提
を
讃
せ
し
め
る
こ
と
に

あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
阿
弥
陀
経
に
、



彼
の
国
に
は
常
に
種
種
奇
妙
な
る
雑
色
の
烏
有
り
。
白
鵠
・
孔
雀
・
賜
鵡
・
舎
利
ι

迦
陵
頻
伽
・
共
命
の
烏
な
り
。
是
の
諸
衆
の
鳥
、

昼
夜
六
時
に
和
雅
の
音
を
出
す
。
其
の
音
は
、
五
根
・
五
力
・
七
菩
提
分
・
八
聖
道
分
、
是
の
如
き
等
の
法
を
演
暢
す
。
其
の
土
の
衆

(
お
)

生
、
是
の
音
を
聞
き
巳
り
て
、
皆
悉
く
仏
を
念
じ
、
法
を
念
ピ
、
僧
を
念
ず
c

と
あ
る
。
通
常
の
欲
天
日
・
お
い
て
は
、
そ
の
安
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
聞
に
そ
れ
に
執
着
を
起
こ
し
、
遂
に
は
再
び
苦
界
に
転
ず
る
の
に
対

し
、
浄
土
で
は
、
鳥
の
声
を
喜
び
、
宝
樹
の
風
に
吹
か
れ
て
出
す
音
を
聞
き
、
心
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
聞
に
、
そ
れ
が
一
そ
の
ま
ま
無
上
の

仏
道
の
修
行
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
浄
土
は
欲
天
界
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
も
、
通
常
の
欲
天
と
は
異
な
る
。
浄
土
に
生

格

ず
れ
ば
仏
の
導
き
に
よ
り
成
仏
す
る
こ
と
は
約
束
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
浄
土
の
住
人
は
す
べ
て
不
退
転
に
し
で
一
生
補
処
の
菩
薩

性

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

の

さ
て
、
有
相
の
浄
土
に
生
ず
る
た
め
に
は
、
た
だ
そ
こ
へ
生
ま
れ
た
い
と
願
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
?
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
眼
目
と

浄土

言
わ
れ
る
第
十
八
願
で
は
、

設
ひ
我
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
に
信
楽
し
で
我
が
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
ひ
て
乃
至
十
念
せ
ん
。
若
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覚
を

(
鈍
)

取
ら
む
。
唯
、
五
逆
と
誹
誇
正
法
を
除
く
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
至
心
に
信
楽
し
て
往
生
せ
ん
と
す
る
衆
生
の
願
と
、
衆
生
を
自
ら
の
国
土
に
迎
え
取
ら
ん
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
願
と

が
結
び
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
心
作
用
が
具
象
化
す
る
霊
的
世
界
の
不
思
議
で
あ
る
。
こ
れ
を
衆
生
の
側
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
往
生
せ
ん
と

す
る
願
い
(
心
作
用
)
に
対
応
し
て
、
浄
土
が
眼
前
に
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
の
側
か
ら
は
衆
生
を
救
い
取
ろ
う
と
い
う
願

43 

の
成
就
で
あ
る
。
往
生
の
要
因
は
、
こ
の
よ
う
に
仏
の
願
と
衆
生
の
願
と
の
こ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
善
棋
を
積
ん
だ
り

τ

、
行
を
修
し
た

(
お
)

り
す
る
こ
と
は
、
往
生
の
た
め
に
必
須
で
は
な
い
。
然
る
に
曇
驚
は
浄
土
論
註
で
、
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是
の
故
に
彼
の
安
楽
浄
土
に
生
れ
ん
と
願
、
ず
る
者
は
、
要
、
ず
無
上
菩
提
心
を
発
す
る
な
り
。
若
し
人
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
し
て
、

(お
γ

但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
無
き
を
聞
き
て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
、
ず
る
は
、
亦
当
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
曇
驚
は
、
往
生
を
、
三
界
に
勝
過
し
た
浬
繋
界
へ
帰
入
す
る
意
味
に
解
し
て
い
る
故
、

か
か
る
所
論
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
今
、
浄
土
が
欲
界
第
六
天
に
相
当
す
る
世
界
な
り
と
す
る
立
場
に
立
つ
。
こ
の
立
場
か
ら
は
曇
驚
の
こ
の
論
を

そ
の
ま
ま
肯
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
何
故
な
ら
、
た
だ
楽
を
聞
い
て
往
生
せ
ん
と
願
う
者
を
、
ま
ず
救
い
取
ろ
う
と
い
う
の
が
仏
の
願

で
あ
る
か
ら
。
浄
土
が
欲
天
界
相
当
の
世
界
に
建
立
さ
れ
た
意
義
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
往
生
に
色
々
な
条
件
を
つ

(
幻
)

け
る
こ
と
は
、
浄
土
へ
の
入
口
を
自
ら
狭
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

さ
て
浄
土
へ
生
ず
る
こ
と
を
願
い
さ
え
す
れ
ば
、
往
生
間
違
い
な
し
と
固
く
信
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
い
な
る
安
心
が
生
ず
る
で

あ
ろ
う
。
ご
の
安
心
感
は
、
現
世
的
な
何
も
の
か
、
た
と
え
ば
社
会
的
な
地
位
や
財
産
、
或
い
は
人
間
相

E
の
信
頼
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
信
ず
る
こ
と
は
、
単
に
信
ず
る
側
の
一
方
的
な
心
的
態
度
に
終
る
も
の
で
は

な
い
。
必
ず
相
手
方
と
の
対
応
関
係
を
生
ず
る
。
浄
土
往
生
を
信
じ
、
浄
土
の
相
及
び
そ
こ
に
住
し
た
も
う
仏
や
菩
薩
衆
を
念
ず
る
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
諸
尊
と
対
応
関
係
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
観
無
量
寿
経
に
、

若
し
善
男
子
及
善
女
人
、
但
仏
の
名
と
二
菩
薩
の
名
を
開
く
す
ら
、
無
量
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。
何
に
況
ん
や
憶
念
せ
ん
を
や
。
若

し
仏
を
念
ず
る
者
は
当
に
知
る
べ
し
、
・
此
の
人
は
是
れ
人
中
の
芽
陀
利
事
な
り
。
観
世
音
菩
薩
と
大
勢
至
菩
薩
は
、
其
の
勝
友
と
為
り

・
・
・
(
初
)

た
ま
ふ
c

と
あ
る
。
仏
や
菩
薩
衆
の
相
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
心
の
深
い
部
分
で
は
こ
れ
ら
諸
尊
と
交
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

浄
土
往
生
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
歓
ぴ
と
安
ら
ぎ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
尊
と
心
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
通
い
合
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ



る

と
こ
ろ
で
、
死
後
に
霊
魂
が
肉
体
を
脱
却
し
、
浄
土
に
赴
い
て
、
親
し
く
そ
の
荘
厳
の
相
を
見
、
聞
き
、

か
つ
触
れ
得
る
も
の
な
ら
、

肉
体
が
減
せ
ず
と
も
、
現
生
に
そ
れ
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
の
相
を
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
を
信
ず
る

の
み
で
心
は
安
ら
ぐ
の
だ
か
ら
、
も
し
面
の
当
り
に
そ
れ
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
歓
び
ゃ
置
く
能
わ
ざ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
此
土
で
は
、
霊
魂
は
肉
体
と
密
接
な
相
互
依
存
関
係
に
あ
り
、

一
瞬
一
瞬
肉
体
か
ら
直
接
に
作
用
を
受
け
て
い
る
た
め
、
こ
れ

を
脱
却
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
強
い
抵
抗
が
生
ず
る
。
欲
天
界
は
、
我
々
に
身
近
で
比
較
的
感
見
し
易
い
霊
界
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
や
は

格

り
、
こ
れ
を
親
し
く
拝
す
る
に
は
、

た
だ
見
た
い
と
願
う
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
肉
体
執
着
の
抵
抗
を
克
服
す
る
た
め
に
、
余
念
を

性

混
じ
え
、
ず
、
経
典
に
説
か
れ
た
浄
土
の
相
を
長
時
に
わ
た
っ
て
念
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
般
舟
三
味
経
に
、

の

聞
く
所
に
随
っ
て
当
に
念
、
ず
べ
し
。
此
を
去
る
こ
と
千
億
万
の
仏
の
剰
に
し
て
、
其
の
国
を
須
摩
提
と
名
づ
く
。

(
お
)

一
日
一
夜
、
若
し
は
七
日
七
夜
せ
よ
。
七
日
を
過
、
ぎ
巳
っ
て
後
、
こ
れ
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。

一
心
に
之
を
念
、
ず

士

λ
出

ヴ

」

ル

」

、

i争

と
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
行
ず
る
者
の
念
の
力
の
み
に
で
よ
く
見
得
る
の
で
は
な
い
。
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
の
願
い
に
応
じ
て
、
仏
・
菩

薩
衆
の
威
神
力
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

浄
土
は
西
方
千
億
万
土
の
彼
方
じ
在
り
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
感
見
す
る
場
合
に
は
こ
の
空
間
的
距
離
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
般
舟
三

昧
経
で
は
、
こ
の
座
を
離
れ
ず
し
て
、

は
る
か
に
隔
た
っ
た
浄
土
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
仏
教
の
霊
界
認
識
に
は
、
常

に
こ
の
形
式
が
説
か
れ
て
い
る
点
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
霊
的
世
界
は
、
我
々
の
時
間
・
空
間
の
尺
度
で
は
測
り
得
な
い
。

け
だ
し
、
我
々
の
時
間
・
空
間
の
尺
度
は
、
肉
体
感
覚
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
故
に
。
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我
々
は
、
多
様
に
し
て
重
層
的
な
無
限
に
深
い
と
も
い
う
べ
き
霊
的
世
界
の
中
に
住
し
、
常
に
多
数
の
霊
魂
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
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肉
体
執
着
に
妨
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
肉
眼
で
は
世
界
の
ご
く
皮
相
的
な
部
分
を
、

し
か
も
非
常
に
不
完
全

な
形
で
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
仏
教
の
教
義
を
具
体
的
に
知
る
た
め
に
は
、

か
か
る
世
界
を
見
通
す
眼
を
養
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
最
も
よ
い
足
掛
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

結

び

無
量
寿
経
、
阿
弥
陀
経
等
に
説
か
れ
て
い
る
有
相
の
浄
土
は
、
法
蔵
書
薩
の
五
劫
に
わ
た
る
思
惟
に
よ
っ
て
、
欲
天
の
最
高
位
た
る
他

化
自
在
天
に
相
当
す
る
世
界
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
高
い
位
置
に
置
こ
う
と

し
た
諸
論
師
の
努
力
に
逆
行
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
、
欲
天
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
仏
の

深
い
配
慮
と
慈
悲
と
を
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
誰
で
も
が
願
い
さ
え
す
れ
ば
往
く
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
世
界
で
あ

る
。
浄
土
教
の
篤
信
者
な
ら
、
仏
の
願
に
随
順
し
て
生
ピ
た
所
が
欲
天
界
で
あ
っ
て
も
、
腹
を
立
て
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
鳥
の

声
を
楽
し
み
、
種
々
の
安
楽
を
享
受
し
な
が
ら
、
無
上
菩
提
を
謹
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。
生
天
と
浬
繋
と
は
次
元
が
異
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
本
来
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
無
色
界
以
下
の
霊
的
世
界
は
、
霊
魂
の
執
着
の
程
度
に
対
応
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
故
、
も
し
一
切
衆
生
が
成
仏
す
れ
ば
、

」
れ
ら
の
種
々
な
る
差
別
は
す
べ
て
解
消
し
て
、

一
法
界
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宇
宙
一
杯
に
衆
生
の
数
は
無
量
無
辺
で
あ
り
、

尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
阿
弥
陀
の
願
も
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

キエ(
1
)
 

大
正
大
蔵
経
第
二
五
巻
、
三
四

O
頁
、
上
。
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(
2
)
 

(
3
)
 

真
宗
聖
教
全
書
(
大
八
木
輿
文
堂
)
、
昭
幻
、
第
一
巻
、
二
六
九
頁
。
(
以
下
真
聖
全
と
略
称
)

真
聖
全
一
、
二
八
五
頁
。

(
4
)
同
上
、
三
八
八
頁
。

(
5
)
同
上
、
四
二
九
頁
。

(
6
)
向
上
、
四
四
四
頁
。

頁。大
正
十
二
、
三
四
五
頁
、
中
。

(
9
)
同
上
、
三

O
五
頁
、
下
。

金
子
大
栄
「
浄
土
の
諸
問
題
」
(
あ
そ
か
書
林
)
昭
記
、
二
一
四
頁
。

稲
葉
秀
賢
「
真
宗
概
論
」
(
文
栄
堂
書
底
)
昭
品
、
二
二
二
頁
。
(
ロ
)
向
上
、
二

O
九
頁
。

大
正
十
二
、
二
七

O
頁
、
上
。

(H)
同
上
、
二
七
一
頁
、
中
。

2
5
Z吉
岡
山
口

F
M
P
2巳
門
戸
宮

r
r
G
m
8
E
r
r
o間
色

r
g
Eコ〈割問胆汁判
r
E
Z
H広
告
コ
判
口
弱
含
〈
息
苦

ED{コ
百
件
伊
〈
忠
望
月

HEY-

荻
原
雲
来
、
党
和
対
訳
無
量
寿
経
、
浄
土
宗
全
書
、
(
山
喜
一
房
書
林
)
昭
幻
、
第
二
三
巻
、
八
四
頁
。

大
正
十
二
、
二
七
二
頁
、
上
o

E
E
雪
吉
彦

3
F伺
含
〈
息

3
2号
E
g
g
p
g
E
5
2伊昏

E
F雪
巳
五
同
時
ニ

c
E
S開
S
Z
H
Z
g
z
z
骨
忠
宮
43与
・
荻
原
、
前
掲
書
、

八
六
頁
。

ゲ}】伊

mpi〈
開
口
問

r
p
S
H
E
H山

HENHコu
己印。

mwtgpm凶
江
古
同
町
ロ
ロ
ロ
開
口
忠
〈
戸

H世品
目
〈
伺
口
問

HFHUNHHdwHdH吋
Bpmw〈
mw山戸〈伊同
4
3
=
伺岡市】印己

rr開a

〈伊々
伺

HY-or伊門出品
g
z

g
E匂
2
ま
〈
伺
・
伊

t
g
判
官
唱
。

r
p
S
8可

F
r
g
r
r
p四
里
吉
弘

E
Z
S
E
g
g
P
5
3
3同
区
・
荻
原
、
前
掲
書
、
三
二
二
頁
。

大
正
十
二
、
九
七
頁
、
中
。

こ
れ
は
、
後
漢
・
呉
の
二
訳
で
も
同
様
。
貌
訳
は
こ
の
点
に
つ
い
て
恐
ら
く
こ
の
旧
二
訳
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
貌
訳
に
代

表
さ
せ
る
。

大
正
十
二
、
二
七
一
頁
、
下
。
(
泣
)
向
上
。

荻
原
、
前
掲
書
、
二
四
頁
。
(
出
)
同
上
、
四

O
頁。

E
r
z
z
司

E
R
E
E含

2
5刷〈
p
q毘
ニ
o宮
島
H
g
p
z
g許
容
刷
許
針
ユ
宮
百
∞
呂
EEtr伺
可
思
伺

E
E
開

r
P
E
E
F立
g
r
z
z
宮
E
吋

苦
言
門
口
官
自
由
〈
戸
開

E
E
H
E
E邑
G
E
t
s
p開
吋
回
宮
宮
島
『
8
5
冊
〈
酔
田
島
』
伺
ロ
酔
ロ
江
耳
目

-
s
E可
制
加

g
r
y胆
〈
伊
豆
宝
官

g
B
E伺
fw

E
Z
3同時
M
F回日
z
f
E苫
育
伊

Z
8
5
E
Zコ
qF7・
荻
原
、
前
掲
書
、
八
四
頁
。
※
の
部
分
、
荻
原
博
士
は
、
西
蔵
本
に
よ
り
て

E
S
F号制
E
E
と
作
る
べ
し
と
し
て
お
ら
れ
る
。
訳
は
こ
れ
に
し
た
が
う
。
な
お
、
足
利
惇
氏
校
定
の
大
無
量
寿
経
党
本
(
法
蔵
館
)

(
7
)
同
上
、
五

O
九

(
8
)
 

(
叩
)

(
日
)

(
日
)

(
日
)

17 16 18 (
叩
)

(
却
)

(
幻
)

(
お
)

(
お
)
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(
部
)

昭
組
、
三
七
頁
で
は
、
宮
〈
伊
仏
問
団
内
向
円
削
『
伺

E
と
な
っ
て
い
る
。

世
親
は
浄
土
論
に
「
如
来
浄
華
の
衆
、
正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
。
仏
法
の
味
と
禅
と
三
昧
と
を
愛
楽
し
て
食
と
為
す
」
(
真
聖
全
一
、
二
六

九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
と
さ
ら
に
、
浄
土
に
お
け
る
食
を
、
禅
や
三
味
の
象
徴
と
看
倣
す
必
要
は
な
い
。

大
正
二
五
、
三
三
八
頁
、
上
。
(
お
)
同
上
。

ωuLS吉
「

b
i
u
〈
ι皆
吉
E
g『
巴
向
田
広
島
回
目
・
司
曲
、
江
印
-

H
辺
N

印噂唱
-
h
F

・
(
却
)
同
上
、
司
・
印
・
(
況
)
、
(
沼
)
向
上
。

大
正
十
二
、
三
四
七
頁
、
上
。
(
担
)
大
正
十
二
、
二
六
八
頁
、
上
。

党
文
第
十
九
願
(
貌
訳
第
十
八
願
に
相
当
)
で
は
、
吉
田
恒
号
制
f
B
E
E
E
L
F
3
邑ニ
E
Z伺
g
H
g
r
a
L
E
r
d丘
町
叩

Z
S
F
耳
目
?

3
、3
と
円

EH)担
問
}
伊
丹

g可
mwr己
仰
と
国
自
由
]
開
口
山
口
胆
司

mw『
宮
間
同
居
可
由
》
己
的

g

g可
世
『
己
仏
内
出

g
r臼
伯
仲
吋

mu
コ

o
u
p自

umw門同

u話可
mwコ
ロ
世
己
胆
加

OLhw加
mwrE臥

a
H
Z
G向
島
H
W
E

E
Z〈
同

ge---
と
あ
り
、
往
生
に
は
、
善
根
を
積
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
解
し
得
る
が
、
観
無
量
寿
経
に
、
五
逆
罪
を
犯

し
た
者
の
往
生
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
必
ず
し
も
修
諸
功
徳
は
往
生
の
要
因
で
は
な
い
。

真
裏
金
一
、
三
三
九
頁
。

法
然
は
、
念
仏
為
先
の
立
場
か
ら
、
発
菩
提
心
も
往
生
の
必
須
要
件
と
は
考
え
て
い
な
い
(
選
択
集
、
三
輩
章
、
真
聖
全
一
、
九
四
八
頁
)
。

大
正
十
二
、
三
四
六
頁
、
中
。
(
却
)
大
正
十
二
一
、
八
九
九
頁
、
上
。

(
幻
)

(
却
)

(
お
)

(
お
)

(
部
)

(
訂
)

(
羽
)

(
大
学
院
博
士
課
程
学
生
)


