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び
か
の
御
提
唱
に
て
安
居
の
意
義
、
弁
道
と
は
、

を
切
々
と
お
示
し
く
だ
さ
れ
た
。
衣
食
住
の
三
如

法
を
説
か
れ
、
特
に
お
袈
裟
を
頂
く
時
の
老
師
の

お
姿
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
雲
水
の
持
ち
物
は
三
衣

一
鉢
、
三
衣
と
は
、
五
条
、
七
条
、
九
条
の
お
袈

裟
の
こ
と
で
、
老
師
は
「
小
三
衣
」
を
常
に
拝
持

し
、
お
内
仏
に
祀
り
、
朝
課
後
の
看
経
は
そ
の
お

袈
裟
に
礼
拝
を
な
さ
っ
て
い
た
。「
袈
裟
は
是
れ
釈

迦
牟
尼
仏
皮
肉
骨
髄
也
」
そ
の
お
言
葉
の
如
く
、

お
袈
裟
の
信
仰
、
丁
寧
な
扱
い
方
に
は
深
い
感
銘

を
受
け
た
。 

『
正
法
眼
蔵
袈
裟
功
徳
』
の
巻
の
終
わ
り
に
「
予

在
宋
の
そ
の
か
み
、
長
連
牀
に
功
夫
せ
し
と
き
、

斉
肩
の
隣
単
を
み
る
に
、
開
静
の
と
き
ご
と
に
、

袈
裟
を
さ
さ
げ
て
頂
上
に
安
じ
、
合
掌
恭
敬
し
一

偈
を
黙
誦
す
、
そ
の
偈
に
い
は
く
、「
大
哉
解
脱
服
、

無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
」
と

き
に
予
未
曽
見
の
お
も
ひ
を
生
じ
、
歓
喜
身
に
あ

ま
り
、
感
涙
ひ
そ
か
に
衣
襟
を
ひ
た
す
」
と
。
道

元
禅
師
さ
ま
は
天
童
山
で
初
め
て
目
の
当
た
り
に

し
た
隣
単
の
僧
に
見
る
お
袈
裟
の
扱
い
に
涙
が
な

が
れ
る
ほ
ど
感
激
し
た
と
あ
る
。
こ
の
度
上
山
し

た
弟
子
の
袈
裟
行
李
に
は
お
袈
裟
、
竜
天
軸
、
涅

槃
金
の
他
に
、
家
内
の
縫
っ
た
小
三
衣
も
納
め
持

た
せ
た
。 

弟
子
は
駒
大
に
入
る
前
に
附
属
岩
見
沢
高
校
仏

教
専
修
科
に
学
び
、
札
幌
中
央
寺
、
釧
路
定
光
寺

で
の
特
殊
安
居
の
経
験
が
あ
る
。
わ
ず
か
二
週
間

の
安
居
が
三
回
で
あ
っ
た
が
、
き
ち
ん
と
剃
髪
し

如
法
の
威
儀
で
上
山
し
た
。
お
か
げ
で
応
量
器
の 

弟
子
の
上
山
に
憶
う  

神
田
英
俊 

 
「
右
二
月
二
三
日
付
掛
搭
志
願
の
儀
許
可
す
る
、

依
っ
て
三
月
十
一
日
に
威
儀
を
具
し
此
の
許
可
書

持
参
し
・
・
・
上
山
す
べ
し
」
ご
本
山
か
ら
の
許
可

状
が
届
く
。
い
よ
い
よ
弟
子
に
も
そ
の
時
が
来
た
の

か
と
思
う
と
三
十
年
前
、
私
自
身
が
上
山
し
た
時
の

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

昭
和
五
十
年
春
に
安
居
し
、
何
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま

と
ま
ど
う
こ
と
ば
か
り
で
、
時
に
古
参
の
鉄
槌
を
受

け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
当
然
の
こ

と
で
あ
る
が
、
自
分
の
納
得
が
ゆ
く
ま
で
お
山
に
残

ろ
う
と
決
意
、
二
祖
さ
ま
の
七
百
回
大
遠
忌
を
勤
め

そ
の
後
送
行
し
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
法
友
と
出
会

い
、
諸
役
を
い
た
だ
き
、
様
々
な
経
験
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
ど
の
よ
う
な
配
役
で
あ
っ
て
も
軽
ん
じ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
九
旬
禁
足
、

制
中
の
書
記
は
第
一
座
を
補
佐
し
、
修
行
中
の
範
と

な
る
重
要
な
お
役
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
首
座
寮

三
名
で
務
め
る
上
回
り
振
司
は
印
象
深
い
。
ま
だ
大

衆
が
寝
静
ま
っ
て
い
る
う
ち
に
起
床
、
威
儀
を
整

え
、
仏
殿
横
の
階
段
下
で
待
つ
。
山
々
も
七
堂
伽
藍

も
私
も
、
静
寂
の
中
に
す
っ
ぽ
り
包
ま
れ
て
い
る

と
、
道
元
禅
師
さ
ま
が
詠
ま
れ
た
「
峰
の
色 

渓
の

響
き
も 

皆
な
が
ら 

我
が
釈
迦
牟
尼
の 

声
と

姿
と
」
の
道
歌
の
ま
ま
に
、
今
に
も
お
釈
迦
さ
ま
が

道
元
禅
師
さ
ま
が
現
れ
て
来
そ
う
な
錯
覚
に
陥
る

こ
と
度
々
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
当
時
の
後
堂
職
、
楢
崎
一
光
老
師
は
幾
た 

扱
い
、
法
衣
の
作
法
、
法
要
進
退
等
も
一
応
は
習

得
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
仏
専

で
は
宗
乗
、
余
乗
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
お
袈
裟

の
意
義
、
絡
子
を
縫
う
と
い
う
こ
と
ま
で
教
わ
っ

て
い
る
。
師
匠
と
弟
子
で
は
あ
る
が
、
親
と
子
の

関
係
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
一
般
寺
院
に
お
い
て
は

な
か
な
か
全
部
を
教
え
る
こ
と
は
難
し
い
も
の

で
、
少
し
で
も
仏
道
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い

う
願
い
か
ら
三
人
の
弟
子
た
ち
は
み
な
仏
専
に
進

ま
せ
た
。
将
来
は
宗
門
を
担
っ
て
く
れ
る
僧
侶
と

な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
仏
専
は
誠
に
貴
重

な
宗
門
徒
弟
教
育
機
関
で
あ
る
と
思
う
。 

小
さ
い
頃
か
ら
「
縁
あ
っ
て
お
寺
に
生
ま
れ
、

他
の
人
よ
り
も
直
に
、
よ
り
た
く
さ
ん
仏
の
教
え

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
ご
縁
を

大
切
に
、
し
っ
か
り
歩
を
進
め
な
さ
い
」
と
い
つ

も
言
い
聞
か
せ
て
き
た
。 

「
霧
の
中
を
行
け
ば
、
お
ぼ
え
ず
衣
し
め
る
」 

霧
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
衣

が
し
っ
と
り
と
濡
れ
て
く
る
。
い
ま
幸
い
に
も
道

元
禅
師
さ
ま
の
開
か
れ
た
お
山
、
永
平
寺
で
修
行

が
で
き
る
こ
と
、
仏
法
の
真
只
中
で
、
大
勢
の
修

行
者
と
一
緒
に
弁
道
精
進
で
き
る
こ
と
は
何
に
も

増
し
て
有
り
有
り
難
い
こ
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
仏
法
が
身
に
つ
い
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
る
。 

こ
の
度
の
安
居
に
は
同
名
の
方
が
先
に
お
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
弟
子
の
呼
び
名
は
「
全
提
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
以
前
に
現
貫
首
の
宮
崎
禅

師
さ
ま
か
ら
頂
戴
し
た
号
で
あ
り
ま
す
が
、「
黙
々 

 


