
話
を
名
号
の
験
益
に
戻
す
と
、
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
な
祐
天
の
行
蹟
の
積
み
重
ね
に
よ
る
信
者
の
仰
信
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
祐
天
が
そ
の
仰
信
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
一
度
は
檀
林
主
に
な
れ
る
ま
で

の
地
位
を
手
に
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
隠
遁
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
名
利
を
捨
て
た
真
の
姿
を
草
庵

と
い
う
場
所
で
示
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
全
く
名
の
な
い
僧
で
あ
れ
ば
こ
う
は
い
か
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
累
得
脱
の
話
が
す
で
に
版
本
と
し
て
発
刊
さ
れ
、
増
上
寺
の
学
頭
と
い
う
栄
職
を

捨
て
た
と
い
う
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
い
っ
き
に
祐
天
の
道
名
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
祐
天
の
名
と
行
蹟
が
確
実
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
在
も
多
く
の
名
号
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
第
二
節
　
祐
天
の
目
指
し
た
も
の

第
一
項
　
寺
院
の
復
興
と
不
断
念
仏
道
場
の
建
立

祐
天
は
、
名
号
の
書
写
に
よ
っ
て
得
た
布
施
や
檀
林
主
と
な
っ
て
か
ら
得
た
金
銭
を
、
咸
く
寺
院
の
復
興

に
費
や
し
た
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

東
大
寺
の
復
興
に
始
ま
り
、
菩
提
寺
を
は
じ
め
と
す
る
郷
里
の
諸
寺
院
、
そ
し
て
関
東
の
有
縁
の
寺
院
の
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復
興
・
護
持
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
伝
記
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
鎌
倉
の
大
仏
・
専
称
院
・
良
忠
寺
・
最

勝
院
・
名
越
檀
林
専
称
寺
・
館
林
善
導
寺
な
ど
、
今
で
も
そ
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
祐

天
の
信
者
を
通
じ
て
間
接
的
に
関
与
し
た
寺
院
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
も
ま
だ
ま
だ
未
調
査
で
あ
り
、
今

後
発
掘
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
績
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
た
と
え
将
軍
家
か
ら
の
拝
領
物
で
あ
っ
て
も
自
分
の
手
元
に
は
置

か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
祐
天
が
個
人
で
持
っ
て
い
て
も
念
仏
門
の
繁
栄
に
は
つ
な
が
ら

な
い
と
考
え
た
証
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
布
施
の
精
神
は
生
涯
持
ち
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
隠
遁
中
に
内
藤
家
と
言
う
権
力
者
を
媒
介
に
最
勝
院
を
復
興
す
る
だ
け
の
財
力
と
道
名
を
持
っ
て
い

た
こ
と
に
改
め
て
驚
き
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
隠
遁
で
は
な
く
、
庶
民
と
の
接
点
を
常
に
保
ち
草
庵

に
住
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
祐
天
の
教
化
の
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。

寺
院
の
復
興
は
祐
天
の
布
施
行
の
実
践
で
あ
り
、
念
仏
を
広
め
絶
や
さ
な
い
こ
と
へ
の
偉
大
な
る
配
慮
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
寺
建
立
に
規
制
が
あ
っ
た
時
代
の
一
つ
の
夢
と
し
て
不
断
念
仏
道
場
の
建

立
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
夢
は
祐
海
に
託
さ
れ
、
祐
天
寺
の
建
立
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

善
導
寺
・
法
然
寺
や
良
忠
寺
と
い
っ
た
祖
師
以
外
で
寺
号
と
な
っ
た
名
僧
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ

れ
は
弟
子
祐
海
の
希
望
と
は
い
え
、
庶
民
の
信
仰
か
ら
将
軍
家
ま
で
幅
広
い
信
仰
を
集
め
た
祐
天
で
あ
っ
た

か
ら
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
遺
徳
は
祖
師
に
並
ぶ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

祐
天
寺
は
明
治
二
十
七
年
、
軍
事
下
請
工
場
と
見
ら
れ
る
会
社
に
境
内
地
を
貸
与
し
て
い
た
と
き
、
そ
の





工
場
か
ら
の
失
火
に
よ
り
本
堂
・
書
院
を
焼
失
し
た
（「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
治
二
十
七
年
九
月
十
四
日
）。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
諸
堂
は
現
在
も
残
り
祐
天
の
遺
徳
を
偲
ば
せ
て
い
る
。

第
二
項
　
庶
民
の
救
済

祐
天
は
苦
し
む
農
民
を
取
り
締
ま
る
立
場
に
あ
っ
た
、
い
わ
ば
中
間
管
理
職
の
家
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
し
た
。
ま
た
親
類
に
出
家
者
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
伯
父
や
両
親
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、

純
粋
な
気
持
ち
で
出
家
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
漠
然
と
な
が
ら
も
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を

救
え
る
よ
う
な
立
派
な
僧
と
な
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
出
家
し
て
か
ら
は
、
ひ
た
す

ら
檀
通
上
人
を
師
と
仰
ぎ
、
臨
終
の
と
き
ま
で
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
臨
終
の
と
き
は
独
り
祈
祷
堂
に

こ
も
っ
て
念
仏
し
た
ぐ
ら
い
の
一
本
気
な
性
格
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
医
者
も
十
分
に
人
を
救
え
な
い
時
代
、

ま
し
て
田
舎
に
ど
れ
ほ
ど
の
医
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
苦
し
ん
で
い
る
人
が
寺
の
門
戸
を
た
た
き

相
談
に
き
た
に
違
い
な
い
。
随
身
と
し
て
檀
林
で
勉
強
を
進
め
て
い
た
祐
天
で
は
あ
っ
た
が
、
現
実
に
人
を

救
わ
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
は
、
累
得
脱
の
話
に
し
て
も
、

檀
林
に
は
大
勢
の
僧
侶
が
い
た
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
ん
な
中
な
ぜ
随
身
の
祐
天
が
出
か
け
て
い
っ

た
の
か
。
む
し
ろ
そ
の
檀
林
の
末
寺
の
所
化
が
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
近
所
の
出
家
僧
が
頼
ま
れ
て
当
然
で

は
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
現
実
に
は
祐
天
が
出
か
け
救
済
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
祐
天
は
黙
っ
て
見



顕誉祐天の研究


