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明

Ｉ
　
ま
え
が
き

一　
宗
教
音
楽
に
つ
い
て

一
一　
わ
た
し
の
研
究
の
ね
ら
い

〓
一　
天
台
に
お
も
き
を
お
く
わ
け

Ｉ

士戸
明

（
シ
ョ
？

Ｌ

ι

四
　
声
明
の
分
類

五
　
一月
明
と
こ
ッ
ポ
ン
語

一ハ
　
声
明
の
ね
う
ち

田
　
和
文

の
声
明

七
　
讃
歎

八
　
教
化
　
（
キ
ョ
ウ
ケ
）

九
　
和
文
の
伽
陀

一

宗
教
上
の
典
礼
、
な
い
し
行
事
に
も
ち
い
ら
れ
る
声
楽
の
こ
と
を
、
宗
教
音

楽
と
い
い
、
西
洋
で
は
、
ミ
サ
の
合
唱
を
典
型
と
す
る
典
礼
聖
歌
、
す
な
わ
ち

克

教
会
音
楽
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、
た
と
え
ば
オ
ラ
ト
リ
オ
な
ど

を
も
、
ひ
っ
く
る
め
た
よ
び
な
に
な
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
音
楽
は
、
宗
教
上
の
目
的
を
も

っ
た
芸
術
で
す
か
ら
、
そ
の
歌
詞
も
歌

曲
も
、
宗
教
的
ア
ピ
ー
ル
に
と
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
な
か

に
は
そ
う
で
な
く
、
世
間
の
歌
謡
に
ひ
と
し
い
ば
あ
い
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、　
一一
ツ
ポ
ン
の
宗
教
音
楽
の
う
ち
、
神
楽
歌
の
歌
詞
に
は
、
宗
教

色
の
な
い
の
が
お
お
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
神
社
教
の
特
色
で
す
。
仏
教
の
ほ

う
で
も
、
万
葉
集
巻
八
に
維
摩
講
の
仏
前
唱
歌
と
し
て
、

「
し
ぐ
れ
の
雨
ま
な

く
な
ふ
り
そ
く
れ
な
ゐ
に
に
は
へ
る
山
の
ち
ら
ま
く
惜
し
も
」
と
い
う
の
が
の

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
仏
像
を
舶
来
の
神
々
と
か
ん
が
え
て
、
神
社

教
風
に
供
養
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
テ
。

ま
た
歌
曲
の
ほ
う
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
で
使
用
し
て
い
る
讃
美
歌

の
う
ち
、

「
主
よ
御
手
も
て
ひ
か
せ
た
ま
え
」
が
、
オ
ペ
ラ

「魔
弾
の
射
手
」

か
ら
旋
律
を
借
り
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
に
も
む
か
し
、
舞
楽

。
管
絃

・
催
馬

楽
の
曲
に
あ
わ
せ
た
、
極
楽
声
歌
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
は
そ
れ
で
も
、
と
に
か
く
宗
教
音
楽
の
う
ち
で
す
が
、
宗
教
的
な
内
容

の
歌
謡
で
あ
っ
て
も
、
用
途
の
う
え
か
ら
、
宗
教
音
楽
と
は
い
え
な
い
も
の
も

（
て
【〓
∽
」ｏ
”
　
ω
口
Ｌ
Ｏ

，
」ｏ
”
）

榎
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あ
り
ま
す
。
今
様
の
法
文
歌
が
、
も
と
も
と
世
俗
の
、
と
く
に

「
あ
そ
び
」
や

「く
ぐ
つ
」
と
よ
ば
れ
た
歌
姫
た
ち
の
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
ま
え
の

論
文

（
注
）
に
の
べ
た
と
お
り
で
す
し
、
謡
曲
の
隅
田
川
な
ど
も
こ
の
類
の
一

例
で
す
。

ま
た
、
宗
教
上
の
典
礼
に
も
ち
い
ら
れ
る
詩
歌
や
文
章
で
あ
っ
て
も
、
旋
律

を
も
た
ぬ
ば
あ
い
は
、
こ
れ
も
宗
教
音
楽
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
僧
侶
が
せ
み
ご

え
で
と
な
え
る
お
経
は
そ
れ
で
す
が
、
お
な
じ
本
文
で
も
、
天
台
声
明
の
引
声

阿
弥
陀
経
や
引
声
念
仏
と
な
る
と
、
宗
教
音
楽
に
は
い
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、
読
誦
ミ
サ
に
よ
ま
れ
る
、
パ
「
●

〇
】９
』Ｐ

ｏ
Ｈａ
ｏ
な

ど
が
、
歌
ミ
サ
の
と
き
に
は
聖
歌
隊
に
よ
っ
て
合
唱
せ
ら
れ
る
の
と
お
な
じ
こ

と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
も
た
な
い
も
の
を
、

「
と
な
え
も
の
」
と
よ

ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
歌
謡

（声
楽
）
す
な
わ
ち

「う
た
い
も
の
」
と

「
か
た
り

も
の
」
と
に
対
し
て
。

そ
の
ほ
か
、
釈
教
の
和
歌
な
ど
で
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
宗
教
音
楽
と
よ
ば
れ

な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

、
二

宗
教
音
楽
は
、
人
文
科
学
の
対
象
と
し
て
は
、
ま
ず
芸
術
作
品
と
し
て
芸
術

学
に
、
も

っ
と
こ
ま
か
く
い
え
ば
、
音
楽
学
と
文
章
学
と
に
、
ま
た
宗
教
現
象

と
し
て
宗
教
学
に
と
、
三
つ
の
部
門
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
人
文
科
学
の
研
究
法
は
、
ど
の
部
門
も

一
般
に
、
記
述
的

・
歴

史
的

・
論
理
的
の
三
つ
の
方
向
に
わ
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
研
究
成
果
に
つ
い
て

の
研
究
が
こ
れ
に
く
わ
わ
る
の
で
、
対
象
が
宗
教
音
楽
の
ば
あ
い
、
事
情
は
複

雑
で
す
。
そ
れ
に
、
こ
れ
を
言
語
史
や
社
会
史
の
資
料
と
し
て
、
副
業
的
に
研

究
す
る
た
ち
ば
も
あ
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、
わ
た
し
の
こ
の
研
究
で
は
、
ま
ず
対
象
の
範
囲
を
、
宗
教
音
楽

一
般

で
な
く
、
「
法
文
歌
」
堀
ｒ
歌
」
の
延
長
と
し
て
手
が
け
て
き
た
、　
ニ
ッ
ポ
ン
の

仏
教
諸
派
の
宗
教
音
楽
に
限
定
し
ま
す
。

こ
ッ
ポ
ン
の
仏
教
音
楽

（仏
教
歌
謡
）
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
ん
な
面
か
ら
の

研
究
が
、
す
で
に
あ
る
程
度
は
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
多
紀
道
忍

・

吉
田
恒
三
両
氏
の
五
線
譜
に
よ
る

「天
台
声
明
大
成
」
（
上
巻
）
、
大
山
公
淳
氏

の

「声
明
の
歴
史
及
び
音
律
」、
岩
原
諦
信
氏
の

「南
山
進
流
声
明
の
研
究
」、

高
野
辰
之
氏
の

「
日
本
歌
謡
集
成
巻
四
」、　
多
屋
頼
俊
氏
の

一，和
讃
史
概
説
」

の
よ
う
な
、
そ
の
ほ
か
に
も
す
ぐ
れ
た
業
績
が
発
表
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
な

お
の
こ
さ
れ
た
課
題
も
す
く
な
く
は
な
い
の
で
す
。
仏
教
歌
謡
全
般
の
体
系
づ

け
な
ど
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
最
大
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
音
楽
の

素
養
に
と
ば
し
く
、
法
要
の
実
際
に
く
ら
い
門
外
漢
の
わ
た
し
に
は
、
所
詮
手

に
あ
う
し
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
一
連
の
論
文
で
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
に
も
れ
た

よ
う
な
問
題
を
さ
ぐ
り
な
が
ら
、　
一』
ッ
ポ
ン
の
天
台
宗
に
つ
た
え
ら
れ
、
あ
る

い
は
こ
こ
に
う
ま
れ
た
仏
教
歌
謡
に
重
点
を
お
い
て
、
お
も
に
文
章
史
の
角
度

か
ら
、
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
的
位
相
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
い

と
お
も
い
ま
す
。

三

ゴ
ー
タ
マ
ｏ
ブ
ッ
ダ
の
原
始
仏
教
教
団
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
ユ
ニ
ッ
ク
な
四

諦
の
教
義
か
ら
し
て
、
当
然
に
典
礼
否
定
的
で
あ
り
、
特
殊
の
比
丘
の
ば
あ
い

を
の
ぞ
い
て
、
歌
詠
引
声
し
て
経
法
を
話
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。



し
か
し
の
ち
に
は
、
パ
ー
リ
ｏ
結
集
経
典
系
の
南
方

（
セ
イ
ロ
ン
・
ビ
ル
マ

・
タ
イ
）
仏
教
に
お
い
て
さ
え
、
護
呪
の
発
生
、
読
誦
品
の
編
集
を
み
、
現
在

∽
く

，
一一
↓
”
日
，う
０
“
ｍ
　
と
い
う
声
明
風
の
も
の
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
だ
い

で
す
か
ら
、
ま
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
創
作
経
典
系
の
北
方

（
シ
ナ
・
チ

ベ
ッ
ト
）
仏
教
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
に
お
い
て
、
典
礼
歌
謡
が
お
お
い
に
発
達
し

た
の
に
ふ
し
ぎ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

す
で
に
イ
ン
ド
の
大
乗
に
お
い
て
、
初
期
の
般
若

。
華
厳
、
中
期
の
法
華

・

浄
土
、
後
期
の
秘
密
と
、
経
典
の
成
立
年
代
が
く
だ
り
、
多
神
教
的
傾
向
を
ま

す
に
つ
れ
て
、
梵
唄
が
肯
定
尊
重
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
れ
ば
、
シ
ナ
仏
教
圏
に
あ

っ
て
も
、
般
若

・
華
厳
系
に
属
す
る
、
中
観

・

唯
識
両
学
派
の
諸
宗
お
よ
び
禅
宗
に
く
ら
べ
て
、
法
華
系
の
天
台
宗
、
浄
土
系

の
諸
教
団
、
さ
ら
に
秘
密
系
の
真
言
宗
に
お
い
て
、
声
明
の
さ
か
ん
で
あ
る
理

由
が
う
な
ず
け
ま
し
ょ
う
。

し
か
も
、　
一一
ッ
ポ
ン
の
天
台
宗
は
、
実
際
に
は
法
華

・
浄
土

・
秘
密
の
三
門

を
か
ね
そ
な
え
、
鎌
倉
仏
教
と
く
に
浄
土
門
諸
宗
の
母
胎
と
な
っ
た
事
情
か
ら

声
明
の
研
究
に
は
、
ひ
と
ま
ず
天
台
を
中
心
と
す
る
の
が
適
当
と
か
ん
が
え
ら

れ
ま
す
。

ニ
ッ
ポ
ン
の
仏
教
歌
謡
の
う
ち
、
東
洋
音
楽
史
上
に
古
い
伝
統
を
う
た
わ
れ

る
の
は
、
天
台

。
真
言
二
宗
の
声
明
で
あ
り
、　
ニ
ッ
ポ
ン
文
章
史
上
み
る
べ
き

も
の
は
、
浄
土
門
の
和
讃
で
す
が
、
声
明
の
歌
詞
に
は
、
天
台

。
真
言
に
共
通

の
も
の
も
お
お
く
、
ま
た
こ
の
く
に
で
う
ま
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
も
、
和
讃
を
は
じ

め
、
大
部
分
は
天
台
に
み
な
も
と
を
有
し
、
南
都
に
わ
ず
か
の
古
風
を
存
す
る

ほ
か
、
新
仏
教
諸
宗
の
声
明
な
る
も
の
も
、
そ
の
形
式
は
総
じ
て
、
大
原

（天

台
）

・
千
本

（真
言
）
の
両
流
に
ま
な
ん
だ
と
い
う
実
状
な
の
でヽ
、
い
ま
は
し

ば
ら
く
天
台
を
さ
き
と
し
、
他
は
必
要
に
お
う
じ
て
こ
れ
を
か
え
り
み
る
と
い

う
方
法
を
と
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
ｃ

も
と
も
と
、
普
遍
的
教
会
を

（Ｅ
”
ヨ
ヽ
３
”】ｏ
ξ
日
ヽ
８
諄
０
一”８
３
８

●
Ｂ
‘

峰
０
】】８
ヨ

同
８
】３
ご
ヨ
）
も
た
ぬ
仏
教
、
し
か
も
、
ル
タ
ー
に
は
じ
ま
る
近

代
異
端
の
諸
派
以
上
に
、
分
裂
の
は
な
は
だ
し
か
っ
た
大
乗
の
ば
あ
い
、
研
究

上
、
と
き
に
お
う
じ
て
こ
の
よ
う
な
便
宜
主
義
に
よ
る
こ
と
も
、
ま
た
や
む
を

え
な
い
と
お
も
う
の
で
す
。

四

仏
教
の
典
礼
歌
謡
の
こ
と
を
、
仏
教
語
で
声
明

（梵
唄

・
唄
匿
）
と
い
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
西
国
巡
礼
の
詠
歌
の
た
ぐ
い
は
、
仏
教
歌
謡
で
あ
っ
て
も

声
明
と
は
よ
ば
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、　
ニ
ッ
ポ
ン
の
声
明
は
、
ま
ず
天
台

・
真
言
の
正
統
声
明
と
、
そ

の
他
の
傍
系
の
声
明
と
に
大
別
し
、
正
統
声
明
は
さ
ら
に
、

（
ａ
）
外
来
の
声

明
、

（
ｂ
）
和
文
の
声
明
、

（
ｃ
）
雑
声
明
、
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

キ
ｃ
ルよ
キン
。

説
明
の
便
宜
上
、
日
本
文
学
大
辞
典
の
多
紀
氏
の
解
説
を
引
用
す

れ
ば
、

「
声
明
」
と
は

仏
教
の
儀
式
に
用
ひ
る
印
度
相
伝
の
声
楽
で
あ
っ
て
、
経
典

・
偶
頌

・
陀

羅
尼

・
仏
名
等
に
高
下
抑
揚
の
節
を
付
け
た
声
楽
で
あ
る
Э
梵
語

・
漢
語

に
節
付
け
た
も
の
は
梵
語
ノ
讃

●
漢
語
ノ
讃
と
云
は
れ
、
和
語
に
節
付
け

た
も
の
は
讃
歎

・
教
化

。
訓
伽
陀
等
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
梵
唄
と
云
ふ
義

に
は
梵
天
祖
承
の
曲
節
と
云
ふ

一
種
の
型
を
持
つ
て
ゐ
る
。
故
に
た
と
ひ

梵
唄
の
流
れ
を
汲
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
に
し
て
も
、
こ
の
型
を
履
ま
な
い
曲

節
は
、
真
の
声
明
と
は
言
ひ
得
な
い
。
天
台
に
於
け
る
和
讃

。
講
式

。
法

則

・
論
義
の
節
、
又
浄
土
に
行
は
れ
て
ゐ
る
礼
讃
の
如
き
は
そ
れ

で
あ

，



る
。
併
し
日
蓮
宗
及
び
真
宗
に
は
、
和
讃

・
礼
讃
を
声
明
と
云
っ
て
ゐ
る

（わ
た
し
の
議
―
―
み
ぎ
の
文
中
の
法
則

〔
ホ
ッ
ソ
ク
〕
と
い
う
こ
と
ば

は
適
当
で
な
く
、
表
白

〔
ヒ
ョ
ウ
ビ
ャ
ク
〕
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
。）

外
来
の
声
明

（
ａ
）
と
は
、
シ
ナ
か
ら
つ
た
わ
っ
た
ま
ま
の
、
の
ち
に
い
く

ら
か
の
変
化
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
だ
い
た
い
伝
来
当
時
の
す
が
た
を
の
こ
し

て
い
る
も
の
で
、
漢
語
の
讃

・
梵
語
の
讃
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
す
。

和
文
の
声
明

（
ｂ
）
は
、

（
ａ
）
の
形
式
を
ふ
ん
だ
音
楽
に
、
和
文
で
歌
詞

を
つ
け
た
も
の
で
、
讃
歎

・
教
化

。
和
文
の
伽
陀

（訓
伽
陀
）
の
三
種
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

（
ａ
）
と

（
ｂ
）
と
が
、
せ
ま
い
意
味
で
の
声
明
で
す
。

雑
声
明

（
ｃ
）
と
い
う
の
は
、
講
式

・
表
白

ｏ
論
義

・
和
讃
な
ど
、
真
の
声

明
と
は
い
い
え
な
い
も
の
を
、天
台
宗
で
そ
う
よ
び
な
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
し
こ
の
術
語
は
、
宗
門
内
に
あ

っ
て
も
、
確
定
し
た
は
ん
い
を
さ
す
わ

け
で
な
く
、
和
讃
は
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
。

と
い
う
の
は
、
天
台
で
は
、
和
讃
の
諷
唱
は
正
式
な
法
要
と
は
み
な
さ
れ
て
お

ら
ず
、
よ
る
べ
き
儀
軌
も
伝
統
の
旋
律
も
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
見
地
か

ら
す
れ
ば
、
和
讃
は
詠
歌
と
お
な
じ
く
、
声
明
の
わ
く
に
は
は
い
ら
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

（
ｃ
）
は

（
ａ
）
や

（ｂ
）
の
形
式
の
く
ず
れ
て
で
き
た
も
の
で
、
歌
詞
は

す
べ
て
決
文
の
訓
読
も
し
く
は
和
文
、
つ
ま
り
ひ
ろ
い
意
味
で
の
こ
ッ
ポ
ン
語

が
つ
か
わ
れ
、
こ
の
点
、
せ
ま
い
意
味
の
声
明
が
少
数
の

（
ｂ
）
を
の
ぞ
け
ば

漢
文
の
音
読
か
漢
字
音
に
う
つ
し
た
梵
語
、
つ
ま
り
仏
典
ン
ナ
語
に
よ
っ
て
い

る
の
と
対
照
を
な
し
て
い
ま
す
。́

も

っ
と
も
、
雑
声
明
と
い
う
名
称
は
、
他
の
宗
派
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で

す
が
、
音
楽
上
の
ほ
か
の
理
由
か
ら
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
観
念
が
ま
っ
た
く

な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
真
言
宗
で
は
、
顕
教
の

「
理
」
よ
り
も

密
教
の

「事
」
を
お
も
く
み
る
と
こ
ろ
か
ら
、
顕
立
て
の
法
要
は
、
四
座
講
の

よ
う
な
真
言
宗
に
独
特
の
も
の
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
第
二
義
的
な
も
の

と
感
ぜ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
声
明
の
中
心
部
分
を
し
め
る
講
式
や
和
讃
は

自
然
と

一
だ
ん
ひ
く
く
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
音
楽
上
か
ら

い
っ
て
も
、
講
式
な
ど
の
曲
節
は
俗
由
に
ち
か
く
、
完
全
な
声
明
で
は
な
い
と

か
ん
が
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

傍
系
の
声
明
と
は
、
天
台

・
真
言
以
外
の
宗
派
で
声
明
と
よ
ん
で
い
る
も
の

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
形
式
は
お
お
む
ね
正
統
声
明
の

（
ａ
）
（
ｂ
）
（
ｃ
）

に
に
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
、
と
く
に
あ
た
ら
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
き
り
ひ
ら

い
た
わ
け
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
が
そ
う
な
づ
け
た
も
の
で
す
。

こ
の
う
ち
、
多
少
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
引
用
文
に
み
え
る
往
生
礼
讃

（
六
時
礼
讃
）
は
、
唐
の
善
導
の
手
に
な
る
文
に
、
法
然
門
下
で
即
興
の
ふ
し

を
つ
け
て
う
た
い
だ
し
た
も
の
。

ま
た
、
真
宗
で
ふ
つ
う
の
お
つ
と
め
に
も
ち
い
ら
れ
る
正
信
偶
と
和
讃
は
、

ど
ち
ら
も
宗
祖
親
鸞
の
作
を
、
の
ち
に
蓮
如
が
声
明
に
し
た
も
の
で
す
が
、
正

信
偶
は
原
文
（教
行
信
証
の。
一
節
）
の
歯
文
訓
読
か
ら
、
音
読
へ
と
逆
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

真
宗
と
時
宗
と
は
、
他
宗
に
く
ら
べ
て
、
和
讃
を
と
く
に
お
も
ん
じ
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
お
も
て
だ
っ
た
法
要
に
は
、
や
は
り

（
ａ
）
の
亜
流

が
は
ば
を
き
か
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

五

博
士

〔
ハ
カ
セ
〕
（楽
譜
）
の
つ
い
た
、
あ
る
い
は
つ
い
て
い
な
い
声
明
の

歌
詞
、
そ
の
ほ
か
、
声
明
に
か
ん
す
る
日
伝
・
覚
書
・
目
録
な
ど
、
こ
れ
ら
の

写
本
・
刊
本
を
声
明
木
と
よ
ん
で
い
ま
す
が
、
主
要
な
声
明
集
や
法
則

（法
要



次
第
）
の
刊
本
以
外
は
、
お
お
く
各
地
の
寺
院
や
文
庫
に
散
在
し
て
、
か
ん
た

ん
に
参
照
し
に
く
い
う
ら
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
今
日
で
は
、
す
ぐ
れ
た
声

明
の
師
も
す
く
な
く
、
由
緒
あ
る
法
要
も
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
ま
れ
に
な
り

ま
た
デ
ィ
ス
ク
な
ど
に
レ
コ
ー
ド
せ
ら
れ
た
も
の
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た

状
態
で
す
。

し
か
も
従
来
は
、
声
明
の
研
究
と
い
え
ば
、
（
１
）
声
明
家
な
い
し
音
楽
家

が
、
伝
統
の
声
明
―
―
と
い
う
■
、
大
部
分
は
外
来
の
声
明
で
す
が
―
―
の
う

た
い
か
た
を
正
確
に
保
存
し
た
い
と
の
見
地
か
ら
、　
も
し
く
は
、
（
２
）
文
章

史
家

（国
文
学
者
）
が
、
和
文
の
歌
詞
だ
け
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
発
達
や

世
俗
の
歌
謡
な
い
し
文
章
芸
術
と
の
関
係
を
し
ら
べ
る
目
的
で
、
ま
た
、
と
き

に
、
（
３
）
ニ
ッ
ポ
ン
語

。
ン
ナ
語
の
学
者
が
、
古
い
時
代
の
音
韻
を
さ
ぐ
ろ
う

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
別
々
に
作
業
が
な
さ
れ
て
お
り
、　
一
方
、
仏
教
な
い
し

宗
教
学
者
が
、
典
礼
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、　
一
般

に
声
明
を
古
典
学
の
た
ち
ば
か
ら
、
全
面
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
、

た
り
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
、
文
章
史
の
ば
あ
い
も
、
声
明
の
木
意
を
十
分
に
つ
か
ん
で
い
な
い

こ
と
か
ら
く
る
あ
や
ま
ち
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
典
礼
歌
謡
と
し
て
の
声
明
の

う
ち
で
、　
一一
ッ
ポ
ン
語
の
歌
詞
を
も
つ
も
の
の
し
め
る
位
置
や
比
重
、
ま
た
外

来
の
声
明
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
を
、
た
え
ず
念
頭
に
お
い
て
か
か
る
必
要

が
あ
る
の
で
す
。

ニ
ッ
ポ
ン
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
典
礼
は
原
則
と
し
て
仏
典
シ
ナ
語
に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
、　
こ
ッ
ポ
ン
語

（漢
文
訓
読
を
ふ
く
む
）
は
、
な
ん
ら
か
の
必

要
が
あ
っ
て
つ
か
わ
れ
た
に
し
て
も
、
結
局
は
補
助
的
な
も
の
で
あ

っ
た
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

（少
数
の
東
方
教
会
を
の
ぞ
く
）
の

公
式
用
語
が
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
の
と
、
に
て
い
ま
す
。

ま
た
、
天
台

・
真
言
の
声
明
は
、
顕
と
密
と
に
大
別
せ
ら
れ
ま
す
が
、　
ニ
ッ

ポ
ン
語
の
声
明
の
ほ
と
ん
ど
が
、
顕
の
部
に
属
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
密
の

ほ
う
に
は
梵
語
の
讃
が
お
お
い
こ
と
、

（さ
ら
に
一
般
に
、
顕
の
声
明
に
は
呂

由
無
拍
子
の
も
の
が
お
お
く
、
密
の
も
の
に
は
律
曲
で
拍
子
の
あ
る
の
が
お
お

い
、
な
ど
）
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
密
教
法
要
が
顕
教
の
そ
れ
よ

り
も
本
来
儀
軌
的
で
あ

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者
プ
ラ
ッ
ト
の
分
類
法
を

借
用
す
る
と
、
密
は
客
観
的
礼
拝
に
、
顕
が
主
観
的
礼
拝
に
あ
た
る
こ
と
を
お

も
い
あ
わ
せ
れ
ば
、
い
く
ぶ
ん
な
っ
と
く
が
い
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
密
の

声
明
が
顕
の
よ
り
も
秘
伝
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
て
、
慶
応
三

年
に
魚
山

″
ギ
ョ
サ
ン
〕
六
大
原
）
の
覚
秀
の
し
る
し
た

「声
明
調
子
事
」
に

よ
る
と
、
五
箇
秘
由
と
し
て
、
長
音
錫
杖

・
独
行
酸
法

。
長
音
供
養
文

（呂
甲

様
）

・
同
乙
様

。
梵
網
戒
品
の
五
つ
を
あ
げ
、
と
り
わ
け
あ
と
の
二
つ
を
最
極

秘
曲
と
し
て
い
ま
す
。

こ
ッ
ポ
ン
語
の
声
明
は
、
ま
え
に
も
の
べ
た
と
お
り
、
和
文
の
声
明

・
雑
声

明

（和
讃
を
の
ぞ
く
）

ｏ
和
讃
の
三
つ
の
階
報
に
わ
け
る
の
が
、
適
当
と
か
ん

が
え
ま
す
。
和
文
の
声
明

（讃
歎

・
教
化

。
和
文
の
伽
陀
）
と
和
讃
と
の
差
別

は
、
歌
詞
の
形
式
や
内
容
か
ら
く
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
の
ら
に

各
論
で
の
べ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、　
一
部
の
学
者
は
、
和
文
の
仏
教
讃
歌
を
ひ
っ
く
る
め
て
和
讃
と
よ
ん

で
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
誤
解
か
濫
用
と
い
う
べ
き
で
、感
心
し
ま
せ
ん
。

大

ニ
ッ
ポ
ン
の
音
楽
は
、
平
安
時
代
に
ヽ
イ
ン
ド
系
の
声
明
と
、
ン
ナ
系
の
雅

楽
と
、　
ニ
ッ
ポ
ン
系
の
俗
謡
・
神
楽
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
達
し
影
響
し
あ
い
、

そ
の
末
期
に
は
、
今
様
の
出
現
と
と
も
に
音
由
の
大
流
行
を
み
ま
し
た
。
け
れ



ど
も
そ
の
後
、
雅
楽
に
み
ら
れ
た
器
楽
と
和
声

（
ハ
ー
そ
こ
―
）
と
へ
の
方
向

が
み
す
て
ら
れ
て
、
声
明
と
く
に
雑
声
明
と
俗
謡
と
の
融
合
か
ら
、
各
種
の
い

わ
ゆ
る
邦
楽
な
る
も
の
が
う
ま
れ
ま
し
た
が
、
邦
楽
は
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ

て
、
と
く
に
江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
、
ま
す
ま
す
鎖
国
的
で
ち
ゃ
ち
な
も
の
へ

と
転
落
し
て
い
き
ま
し
た
ｏ

一
方
、
正
続
声
明
、
と
く
に
そ
の
中
心
を
し
め
る
外
来
の
声
明
は
、
天
台
声

明
の
大
成
者
良
忍
に
よ
る
目
安
博
士
、
高
野
山
の
覚
意
に
よ
る
五
音
博
士
の
発

明
に
た
す
け
ら
れ
て
、　
ニ
ッ
ポ
ン
的
セ
ン
ス
を

（
と
り
わ
け
真
言
新
義
声
明
の

ば
あ
い
）
く
わ
え
つ
つ
も
う
よ
く
唐
代
の
世
界
性
を
い
ま
に
つ
た
え
て
い
ま
す

大
讃
を
聴
け
ば
泰
西
人
も

「
お
う
支
那
の
曲
」
と
叫
び
、
吉
慶
梵
語
讃
を

耳
に
す
れ
ば

「
印
度
々
々
」
と
呼
ぶ
。
偉
な
る
か
な
慈
覚
大
師
将
来
の
天

台
声
明
が
千
古
の
遺
韻
を
保
つ
こ
と
。

（
「
天
台
声
明
大
成
」

へ
の
高
野

辰
之
氏
の
序
）

デ
田
が
歌
詞
の
発
音
に
、
呉
音
の
ほ
か
、
特
殊
な
漢
音

（た
と
え
ば
、
釈
迦

牟
尼
仏
を
セ
キ
ヤ
ボ
デ
フ
、
極
楽
国
を
キ
ラ
ッ
ク
ヱ
キ
）
や
、
ふ
る
い
こ
ッ
ポ

ン
語
の

〔
Ｆ
〕
音
を
の
こ
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
す
。

た
だ
し
西
洋
の
宗
教
音
楽
の
よ
う
に
、
伝
統
の
う
え
に
た
え
ず
あ
た
ら
し
い

作
品
を
つ
み
か
さ
ね
て
い
っ
た
の
と
ち
が
っ
て
、
近
代
に
は
い
っ
て
か
ら
は
、

も
は
や
ニ
ッ
ポ
シ
的

「残
存
」
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
い
、
傍
系
の
声
明
や
詠
歌

の
た
ぐ
い
も
、
声
楽
と
し
て
は
、
つ
い
に
正
統
声
明
の
た
か
さ
に
お
よ
び
え
ま

せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
邦
楽
に
と
っ
て
対
位
法
や
和
声
の
な
い
こ
と
は
致
命
的
な
欠
点
で
あ

る
、
和
声
の
な
い
こ
と
も
、
声
明
に
つ
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
し
か
ら
ず
で
、

ち
ょ
う
ど
、
古
代
以
来
の
単
声
に
よ
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
聖
歌
が
、
感
動
を
よ
び

お
こ
す
ち
か
ら
に
お
い
て
、
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
ｏ
バ
ッ
ハ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を

は
じ
め
、
近
代
諸
大
家
の
作
由
に
な
る
混
声
合
唱
の
聖
歌
に
、
ま
さ
る
と
も
お

と
る
も
の
で
な
い
の
と
、
に
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

と
に
か
く
、
正
統
声
明
は
過
去
の
ニ
ッ
ポ
ン
音
楽
の
自
眉
で
す
か
ら
、
い
つ

の
日
に
か
、
こ
れ
を
も
と
と
し
て
、
東
洋
風
の
旋
律
に
よ
る
　
”
Ｂ
〓
０
ヨ

（死

者
の
た
め
の
ミ
サ
）
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
も
よ
い
わ
け
で
す
し
、
ま
た
、
ア
メ

リ
カ
の
黒
人
霊
歌
や
、
ス
ト
ラ
ブ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
詩
篇
交
響
曲
の
合
唱
な
ど
と

な
ら
ぶ
よ
う
な
、
異
色
あ
る
声
楽
が
つ
ぐ
ら
れ
た
ら
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。

戦
後
、
仏
教
界
に
お
い
て
は
、
新
音
楽
法
要
な
る
も
の
が
流
行
し
て
、
こ
れ

に
は
、　
こ
ッ
ポ
ン
語
の
聖
歌
や
讃
美
歌
を
ま
ね
た
よ
う
な
も
の
と
、
声
明
の
し

ら
べ
を
で
き
る
だ
け
合
唱
に
生
か
そ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
延
暦
寺
音
律
研
究
所
の

よ
う
な
ゆ
き
か
た
と
、
ふ
た
と
お
り
あ
る
よ
う
で
す
。

声
明

一
般
と
外
来
の
声
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
ほ
か
に
、
歌
論
書
「
野
守
鏡
」

に
と
か
れ
た
声
胡
論
を
は
じ
め
、
ふ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
お
お
く
の
こ
っ
て

い
ま
す
が
、
い
ま
は
割
愛
し
て
、
つ
ぎ
の
章
か
ら
は
こ
ツ
ポ
ン
語
の
声
明
に
つ

い
て
の
各
論
に
は
い
り
、
な
る
べ
く
あ
た
ら
し
い
問
題
を
開
拓
し
て
み
た
い
と

お
も
い
ま
す
。

七

ニ
ッ
ポ
ン
語
の
声
明

一
般
に
つ
い
て
の
概
説
は
、
い
ち
お
う
筑
土
鈴
寛
氏
の

「
漱
儀
の
文
学
」
（岩
波
講
座
日
木
文
学
、
お
よ
び
同
氏
の
論
文
集

「宗
教
芸
文

の
研
究
」
の
う
ち
）
に
ゆ
ず

っ
て
、
む
だ
な
く
り
か
え
し
を
さ
け
る
こ
と
に
し

ま
す
。

さ
て
、
和
文
の
声
明
の
う
ち
、
ま
ず

「
讃
歎
」
の
名
で
つ
た
わ
っ
て
い
る
も

の
が
、
三
つ
あ
り
ま
す
。

法
華
讃
歎
は
、
天
台
宗
で
法
華
八
講
の
五
之
座
に
も
ち
い
ら
れ
る
声
明
で
、



今
日
の
決
要
で
は
、
唄

〔
バ
イ
〕
。
散
華

〔
サ
ン
グ
〕
・
こ
れ

・
低
名

・
教
化

・

対
揚
と
次
第
し
て
、
論
義
に
は
い
る
わ
け
で
す
。
魚
山
声
明
集

（
六
巻
帖
）
に

も
、
律
曲

ｏ
出
音
羽

〔
シ
ュ
ッ
ト
ン
ゥ
〕
と
し
て
、
で
て
い
ま
す
。

百
石

〔
モ
モ
サ
カ
〕
讃
歎
は
、
天
台
で
は
も
は
や
お
こ
な
わ
れ
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
き
に
あ
げ
た

「声
明
調
子
事
」
を
み
る
と
、

「十
五
三

味
勧
請
」
の
く
だ
り
に
、
十
二
礼

・
毀
形
唄

。
舎
利
讃
歎
と
あ
わ
せ
か
か
げ
て

あ
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
二
つ
は
、
も
と
は
拾
遺
和
歌
集
に
で
て
い
る
よ
う
な
か
た
ち
の
短
歌
か

ら
、
声
明
に
と
ら
れ
て
、
く
り
か
え
し
や
つ
け
た
り
の
句
が
く
わ
わ
っ
た
も
の

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

短
歌
を
仏
前
唱
歌
と
し
て
も
ち
い
る
の
は
、
は
じ
め
に
例
を
あ
げ
て
の
べ
てヽ

お
い
た
よ
う
に
、国
産
の
歌
で
仏
を
供
養
し
よ
う
と
の
趣
旨
か
ら
で
た
こ
と
で

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
仏
教
の
が
わ
で
、
こ
の
国
の
神
祗
の
た
め
に
、
神
分
と
し

て
、
股
若
心
経
な
ど
を
供
養
す
る
の
と
、
対
応
す
る
思
想
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
神
分
に
い
ち
お
う
の
論
理
が
あ
る
の
と
く
ら
べ
て
、
単

に
民
族
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
歌
謡
を
も

っ
て
く
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
無

反
省
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
供
養
に
元
興
寺
か
ら
た
て
ま
つ
っ
た
歌
に
な

る
と
、
も
は
や

「
し
ぐ
れ
の
雨
…
…
」
式
で
な
く
、
仏
教
的
な
歌
詞
に
な

っ
て

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
東
大
寺
要
録
の
記
事
か
ら
お
せ
ば
、
唄

・
散
華

・
梵

音

。
錫
杖
な
ど
、
あ
ち
ら
か
ら
き
た
声
明
に
そ
え
て
、
餘
興
的
に
も
ち
い
ら
れ

た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
が
ｃ

つ
ぎ
に
、
薬
師
寺
の
仏
足
石
碑
の
歌
も
、仏
前
唱
歌
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
、

た
だ
最
後
の
句
を
単
純
に
二
度
く
り
か
え
す
か
わ
り
に
、
ち
が
っ
た
こ
と
ば
で

む
す
ぶ
と
い
う
趣
向
を
や
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

讃
歎
は
、
あ
き
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
仏
前
唱
歌
の
あ
と
っ
ぎ
で
あ
っ
て
、
た

ま
た
ま
正
統
声
明
に
同
化
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
く
み
い
れ
ら
れ
て
の
こ
っ
た
も
の

と
お
も
わ
れ
ま
す
。

天
台
声
明
の
開
祖
円
仁
の
作
に
な
る
舎
利
讃
歎
だ
け
は
、
不
規
則
な
歌
詞
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
思
想
性
に
と
ば
し
い
短
歌
形
式
を
す
て
て
、
あ

た
ら
し
い
長
編
の
和
文
の
声
明
を
め
ざ
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、
舎
利
会
が
ま
も
な
く
お
と
ろ
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
讃
歎
も
わ
す
れ
ら

れ
て
、
良
忍
の
時
代
に
は
、
そ
の
曲
を
し
る
も
の
頼
澄
ひ
と
り
と
い
う
あ
り
さ

ま
に
な
り
、
讚
歎
の
新
作
は
、
こ
れ
を
最
初
の
最
後
と
し
て
、
あ
と
を
た
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
、
天
台
で
は
も
ち
い
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
一
部
分

が
真
言
宗
に
つ
た
わ
っ
て
、
常
楽
会

（涅
槃
会
）
の
舎
利
講
（
四
座
講
の
最
後
）

に
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

円
仁
の
も
た
ら
し
た
外
来
の
声
明
が
、
天
台
声
明
の
中
心
に
お
か
れ
て
か
ら

も
、
教
化
や
伽
陀
と
し
て
和
文
の
新
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
讃

歎
だ
け
が
発
達
し
な
か
っ
た
原
因
は
、
民
族
的

・
和
歌
的
背
景
を
の
ぞ
け
ば
、

積
極
的
な
存
在
理
由
に
と
ば
し
か
っ
た
か
ら
だ
と
、
い
え
る
と
お
も
い
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
短
歌
体
の
声
明
と
し
て
は
、
の
ち
呼
水
観
の
教
化
が
あ
る
だ

け
で
、
ひ
ろ
く
仏
教
歌
謡
全
般
に
つ
い
て
み
て
も
、
近
世
の
詠
歌
を
あ
げ
う
る

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

八

教
化
は
従
来
、
讃
歎

。
和
文
の
伽
陀

・
和
讃
と
同
類
の
、
和
文
の
讃
歌
の
一

種
で
あ
る
と
し
て
、
か
ん
た
ん
に
か
た
ず
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
、

声
明
の
讃
歌

一
般
が
句
頭
の
あ
と
を
同
音
に
斉
唱
す
る
の
に
対
し
、
教
化
だ
け

が
な
ぜ
導
師
の
独
音

（３
】３

に
終
始
す
る
か
と
い
う
理
由
を
、
説
明
す
る
こ



と
が
で
き
ま
せ
ん
。

つ
ぎ
に
、
導
師
の
独
唱
と
い
う
だ
け
な
ら
、
表
白
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
表

白
が
大
衆

〔
ダ
イ
シ
ェ
〕
を
代
表
し
て
仏
に
祈
願
を
も
う
し
の
べ
る
と
い
う
趣

旨
の
も
の
で
あ
る
の
と
く
ら
べ
て
、
な
ぜ
教
導
化
益
を
意
味
す
る
教
化
と
い
う

名
が
つ
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
で
は
理
解
が
で
き
ま
す
ま
い
ｏ

教
化
の
歌
詞
の
内
容
は
、　
一
般
に
他
の
讃
歌
と
そ
う
か
わ
っ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
教
化
と
い
う
以
上
は
、
も
と
も
と
導
師
が
大
衆
を
教
化
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
事
実
、
本
文
を
よ
く
み
れ
ば
、
ど
れ
も
、
仏
を

讃
美
し
た
り
祈
願
を
の
べ
た
り
す
る
よ
り
は
、
教
訓
を
た
れ
る
と
い
う
に
ふ
さ

わ
し
い
文
章
で
す
。
そ
れ
に
、
調
子
が
、
う
た
い
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
か
た

り
も
の
に
ち
か
い
の
も
、
ふ
る
く
は
、
法
要
ご
と
に
新
作
せ
ら
れ
た
の
も
、
そ

の
た
め
で
す
。
ま
た
、
漢
文
で
な
く
て
、
と
く
に
和
文
を
つ
か
っ
た
の
も
、
耳

に
は
い
り
や
す
い
よ
う
に
と
の
こ
こ
ろ
づ
か
い
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
事
情
は
、
ほ
か
の
宗
教
の
ば
あ
い
と
対
比
し
て
み
る
と
、
い
っ
そ

う
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ミ
サ
の
前
半

（奉
献
の
ま
え
ま
で
）

の
典
礼
は
、
も

・と
洗
礼
志
願
者
の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
て
、
聖
歌
隊
の
合
唱
す

る
部
分
は
共
同
の
祈
り
で
す
が
、
副
助
祭
と
助
祭
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
う
た

わ
れ
る
、
そ
の
日
の
書
簡
と
聖
福
音
と
は
、
ま
さ
し
く
拝
聴
者
に
対
す
る
教
訓

に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

（書
簡
や
聖
福
音
は
、
仏
教
の
お
経
に
あ
た
る
の
で
は

な
い
か
と
、
も
の
い
い
を
つ
け
る
ひ
と
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
典
礼
と
し
て
の

読
経
に
対
応
す
る
の
は
、
む
し
ろ
聖
務
日
課
の
詩
篇
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。）
も

っ
と
も
、
現
代
で
は
、
ミ
サ
中
の
書
簡
や
聖
福
音
は
故
実
化
し
て
、
じ
っ
さ
い

の
教
訓
は
説
教
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
教
化
も
の
ち
に
そ
の
木
意
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

教
化
に
つ
い
て
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
四
句

一
章
と
い

う
歌
詞
の
形
式
が
、
ど
う
し
て
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
な
じ
く
四
句

一
章
の
和
文
の
伽
陀
の
ば
あ
い
と
対
照
し
て
み
れ
ば
、
和
文
に
さ
き
だ
っ
て
、

漢
文
で
四
句
の
教
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
か
ん
が
え
ら
れ
ま
す
が

こ
れ
を
う
ら
づ
け
る
よ
う
な
資
料
は
ま
っ
た
く
み
あ
た
り
ま
せ
ん
。

（ち
な
み

に
、
和
讃
は
四
句

一
章
を
原
則
と
し
な
い
こ
と
、
多
屋
氏
の
説
の
と
お
り
。）

第

一
、
漢
文
体
の
教
化
が
あ
っ
た
と
の
志
田
義
秀
氏
の
説
に
も
、
疑
間
の
点
が

あ
る
の
で
、
ま
し
て
そ
れ
が
四
句
形
式
で
あ

っ
た
ろ
う
と
ま
で
想
像
を
た
く
ま

し
く
す
る
の
は
、
無
理
な
気
が
し
ま
す
。

教
化
は
散
文
体
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
な
か
に
ひ
と
つ
、
真
言
宗
所
用
の

「魚

山
私
妙
」

（魚
山
タ
イ
芥
集
と
も
い
う
、
タ
イ
は
万
と
虫
の
合
字
）
に
で
て
、

覚

ハヾ
ン
の
作
と
つ
た
え
る
龍
女
教
化
だ
け
は
七
五
調
で
、
結
び
の
こ
と
ば
を
あ

ら
た
め
て
梁
塵
蔵
抄

（
二
〇
八
番
）
に
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

教
化
と
世
俗
の
歌
謡
と
は
、　
一
般
に
交
渉
が
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
、
こ
の

例
外
は
、
作
者
が
今
様

（法
文
歌
）
の
流
行
に
影
響
さ
れ
て
、
あ
た
ら
し
い
文

体
を
教
化
に
も
ち
こ
ん
で
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
お
も

わ
れ

ま
す
。
近
世
の

「声
曲
類
纂
」
に

「
覚

ハヾ
ン
朗
詠
を
和
ら
げ
今
様
を
作
る
」
と
あ
る
の
は
、
こ

の
歌
詞
を
み
て
の
独
断
で
し
ょ
う
。

平
安
時
代
に
は
教
化
の
新
作
が
さ
か
ん
で
し
た
が
、
今
日
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
の
は
き
わ
め
て
す
く
な
く
、
天
台
宗
で
も
、
論
義
法
要
に
も
ち
い
る

「昔
ノ

大
王
ハ
…
…
」

（
六
巻
帖
）
の
ほ
か
、
天
台

・
伝
教

。
慈
覚

・
慈
恵
各
大
師
の

御
影
供
に
も
ち
い
る
も
の
ぐ
ら
い
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
教
化
の
ふ
し
は
、
表
白
や
説
経
の
も
と
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で

す
。
講
式
の
口
伝
な
ど
を
し
る
し
た
、
大
原
沙
門
玄
雲
の

「声
塵
要
次
第
」
と

い
う
本

（吉
田
氏
所
蔵
の
転
写
本
に
よ
る
）
に
、

当
世
所
用
之
表
白
経
尺
説
経
等
姿
者
賀
縁
阿
閣
梨
為
根
本

・卜
也
其
以
往
ハ



以
声
明
家
之
教
化
ノ
姿
ヲ
令
啓
之
¨

（
一
ウ
）

夫
表
白
ノ
曲
ト
テ
当
時
被
用
之
然

ハ
往
古

ハ
声
明
ノ
教
化
ノ
音

ニ
テ
ア
リ

タ
ル
ヲ
賀
縁
阿
闇
梨
ノ
当
時
ノ
曲
ヲ
ハ
ン
出
シ
給

ヘ
ル
ト
申
説
有
之
真
言

ノ
五
輪
抄
ノ
説
也

（七
オ
）

と
あ
り
ま
す
。

玄
雲
と
い
う
ひ
と
は
、
魚
山
声
明
相
承
血
脈
譜
に
よ
る
と
、

「魚
山
目
録
」

を
つ
く
っ
た
宗
快
か
ら
三
代
め
の
弟
子
に
あ
た
り
、
こ
の
本
の
序
に
は
正
和
二

年
、
奥
書
に
暦
応
三
年

（
Ａ
・
Ｄ
。
一
三
四
〇
）
の
日
づ
け
が
み
え
ま
す
が
、

賀
縁
と
い
う
名
は
、
相
承
譜
に
は
の
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
袋
草
紙
（上
）

。
今
音
物
語
生
０
（巻
二
四
）
に
、
少
将
義
孝
が
死

（九
七
四
年
）
後
、
賀
縁
阿

閣
梨
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
歌
を
よ
ん
だ
は
な
し
が
み
え
い
古
今
著
聞
集

（巻

一

六
）
に
、
賀
縁
阿
闇
梨
が
慈
恵
大
僧
正

（九
八
五
年
死
）
を
誹
謗
し
た
は
な
し

が
で
て
い
る
の
で
、
こ
の
ひ
と
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
お
も
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
表
白
な
ど
が
、
は
じ
め
教
化
の
ふ
し
を
か
り
て
い
た
と
い
う
の

は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
新
風
の
元
祖
を
こ
の
賀
縁
と

す
る
に
は
、
年
代
の
ふ
る
い
点
に
す
こ
し
ぐ
難
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の

で
す
が
。

九

つ
ぎ
に
和
文
の
伽
陀
で
す
が
、
こ
れ
は
、
ふ
る
い
文
献
に
訓
伽
陀
と
し
る
し

た
例
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
声
明
家
の
あ
い
だ
で
は
、
た
ん

に
伽
陀
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
伽
陀
と
は
、
い
ヶ
ま
で
も
な
く
、
本
来

よ
、

我
此
道
場
如
帝
珠

十
方
三
宝
影
現
中

我
身
影
現
三
宝
前

頭
面
摂
足
帰
命
礼

（総
礼
伽
陀
）

の
よ
う
な
、
七
言
も
し
く
は
五
言
の
漢
文
四
句

一
章
の
儡
の
こ
と
で
、

（
た
だ

し
、
こ
の
形
式
の
歌
詞
を
も
つ
も
の
が
す
べ
て
伽
陀
な
の
で
は
な
く
、
四
智
漢

語
讃
の
よ
う
に
、
讃
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
に
、
こ
の
形
式
を
有
す
る
の
が

あ
り
ま
す
）
、
こ
の
漢
文
の
伽
陀
に
な
ら
っ
て
和
文

（和
訓
）

で
つ
く
ら
れ
た

声
明
も
、
や
は
り
伽
陀
ど
よ
ば
れ
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
も
ち
い
ら
れ
て
い
る

の
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
す
。

和
文
の
伽
陀
の
正
体
を
つ
か
む
に
は
、
高
野
氏
の
歌
謡
集
成
に
お
さ
め
ら
れ

た
も
の
だ
け
で
は
、
不
十
分
の
感
が
あ
り
ま
し
た
が
、
さ
い
わ
い
、
金
沢
文
庫

か
ら

一
冊
の
伽
陀
集
が
発
見
せ
ら
れ
て
、
多
屋
氏
の
研
究
も
で
て
い
ま
す
。

こ
の
本
に
は
、
通
常
の
漢
文
体
の
伽
陀
と
、

「訓
」
と
誼
し
た
和
文
の
伽
陀

と
の
ほ
か
に
、
な
お

「
一
句
音
」
「乱
句
」
「半
訓
」
な
ど
と
証
し
た
め
ず
ら
し

い
も
の
が
お
さ
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
い
ち
い
ち
に
、
た
ん
ね
ん
な
博
士

が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
、
和
文
の
伽
陀
は
、
外
来
の
声
明
の
伽
陀
か

ら
で
て
、
こ
れ
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
わ
け
で
す
。

和
文
の
伽
陀
の
歌
詞
が
、
漢
文
の
伽
陀
と
お
な
じ
く
、
四
句

一
章
形
式
で
あ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
の
文
体
に
は
、
七
五
調
の
も
の
と
、
散
文
体
の

朗
詠
風
の
も
の
と
、
ふ
た
と
お
り
あ
り
ま
す
。
伽
陀
の
調
子
で
う
た
う
た
め
に

は
、
歌
詞
は
か
な
ら
ず
し
も
七
五
調
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
が
ハ
七
言
を

一

句
と
す
る
漢
文
の
伽
陀
や
讃

（そ
れ
が
う
た
い
も
の
で
あ
れ
、
と
な
え
も
の
で

あ
れ
）
の
調
子
に
は
、
七
五
調
の
和
文
が
よ
く
マ
ン
チ
す
る
の
で
す
。　
↑
」
の

問
題
に
つ
い
こ
は
、　
な
お
の
ち
に

「和
讃
」

の
と
こ
ろ
で
の
べ
る
つ
も
り
で

す
。）そ

し
て
、
七
五
調
の
和
文
の
伽
陀
に
は
、
和
讃
の
一
部
分
、
す
な
わ
ち
和
讃



か
ら
四
句
だ
け
ぬ
き
だ
し
た
も
の
、
お
よ
び
梁
塵
一秘
抄
の
法
文
歌
と
、　
一
致
す

る
の
が
い
く
ら
か
あ

っ
て
、
歌
詞
の
面
で
こ
の
三
つ
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
が
し
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
三
者
に
共
通
す
る
歌
詞
は
、
現
存
の
文
献
に
は

一
首
も
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
和
文
の
伽
陀
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
つ
く
ら
れ
、
も
ち
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
、
は
つ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
論
理
上
、
和
讃
に
お

く
れ
、
法
文
歌
に
さ
き
だ
っ
て
発
生
し
、
法
文
歌
の
直
接
の
母
胎
と
な
っ
た
も

の
と
推
定
せ
ら
れ
ま
す
。

↑
」
こ
で
、
は
な
し
の
進
行
上
、
和
讃
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
研
究
の
結
果

を
、　
一
部
さ
き
ど
り
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
和
讃
の
発
生
は
良
源

・
千
観

の
時
代
で
、
は
じ
め
声
明
で
な
く
、
世
俗
の
信
者
の
た
め
に
と
な
え
も
の
と
し

て
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
う
た
い
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
平
安
末
期
の
音
曲
大
流

行
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
前
は
、
た
だ
歌
詞
の

一

部
分
を
、
和
文
の
伽
陀
や
今
様
に
提
供
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
、
と
か
ん
が
え
る

の
で
す
。）

和
文
の
伽
陀
の
歌
詞
は
ど
れ
も
、
初
期
の
和
讃
よ
り
ふ
る
そ
う
な
感
じ
の
も

の
が
な
く
、
四
句
形
式
は
伽
陀
で
あ
る
以
上
当
然
と
し
て
、
七
五
調
の
文
体
は

お
そ
ら
く
和
讚
か
ら
こ
れ
を
ま
な
び
、
そ
の
う
え
し
ば
し
ば
和
讃
の
文
句
を
そ

の
ま
ま
流
用
し
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
和
讃
が
う
た
い
も
の
で
な

か
。のっは腔けれｍｒ靖期崚れなけ織】矧
（の知嘲」Ч却的・る」勒〔ｒ『

に
は
な
り
え
て
も
、
今
様
の
よ
う
な

い
」ｏ
ヽ
の
下
地
と
し
て
は
不
む
き
で
す
。）

ま
た
、
和
文
の
伽
陀
と
法
文
歌
と
が
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今

様
と
声
明
の
伽
陀
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
、
梁
塵
祀
抄
口
伝
集
巻
十

お
よ
び
別
本
国
伝
集
巻
十

一
以
下
の
記
述
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
す
。

和
文
の
伽
陀
は
、
教
団
内
部
で
は
あ
ま
り
さ
か
え
な
か
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ

に
か
ん
す
●
記
事
が
あ
ま
り
み
あ
た
り
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
に
、
一一轟
口為
康
の
拾

遺
往
生
伝

（下
）
に
、

大
法
師
頼
遅
者
。
…
…
亦
好
管
絃
。
愛
作
楽
曲
ｃ
其
詞
云
。
帰
命
頂
礼
弥

陀
尊
。
引
接
必
垂
給
培
。
以
此
曲
。
毎
月
十
五
日
。
招
伶
人
五
六
。
勤
修

於
講
演
）^
号
日
往
生
講
突
。

と
あ
る
の
が
、
和
文
の
伽
陀
の
断
片
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
歌
詢

の
全
文
は
、
あ
る
い
は
、
千
観
の
極
楽
国
弥
陀
和
讃
の
最
後
の
四
句
、

帰
命
頂
礼
弥
陀
尊

極
楽
界
会
の
能
化
主
　
　
　
　
　
　
　
．

た
と
ひ
罪
業
お
も
く
と
も

引
摂
か
な
ら
ず
垂
給
へ

と
お
な
じ
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
引
用
の

よ
う
す
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
伽
陀
に
借
用
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
す
。

（０
』ｏ　
いい　
∽
ｏｏ
”
　
日Ｏ
ｕヽ
）

注
　
「
法
文
歌
」
（
国
語
国
文
十
八
巻
二
号
）、

「神
歌
」
（
同
十
八
巻
四

号
）
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
―

編
集
室
附
記
―
―




