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一
、
「
た
だ
念
仏
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に

機
の
深
信
が
あ
る

蓮
如
上
人
は
「
た
だ
と
な
へ
て
は
た
す
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
こ

う
お
し
ゃ
っ
た
と
。
こ
の
「
た
だ
と
な
へ
て
」
と
、
い
ま
『
歎
異

抄
』
で
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
れ
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」

の
「
た
だ
念
仏
」
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
と
曽
我
先
生
は
言
う
の
で

す
ね
。
蓮
如
上
人
の
「
た
だ
と
な
へ
て
は
」
と
い
う
の
は
、
た
だ

言
葉
だ
け
で
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
、
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
と
、
い

わ
ゆ
る
世
間
で
普
通
に
た
だ
こ
う
歌
で
も
歌
う
よ
う
に
称
え
て
い

る
念
仏
で
は
助
か
ら
な
い
の
だ
と
。
そ
れ
で
は
仏
と
の
コ
ミ
ュ
ー

ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。

「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

ひ
ら
す
べ
し
」
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
衆
生
と
仏
と
の
間
に
が
っ

ち
り
し
た
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
つ
ま
り
電
話
の
譬
え
で
い
う
な
ら
ば
、
電
話
が
通
じ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
称
え
て
い
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
街
頭
を
大
き
な
声
で
ど

な
っ
て
歩
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
誰
か
に
電
話
が
届
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
勝
手
に
歌
で
も
歌
う
よ
う
に
唱
え
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
た

だ
声
が
空
中
に
飛
ん
で
い
く
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
電
話
が
誰
か

に
届
き
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す

れ
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
の
「
た
だ
念
仏
」

は
ち
ゃ
ん
と
仏
と
衆
生
と
の
あ
い
だ
に
電
線
が
あ
り
電
気
が
通
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
の
電
線
の
中
を
通
っ
て
い
る
電
気

は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
本
願
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
現
実
に
本

願
と
い
う
電
気
が
伝
わ
っ
て
き
て
お
る
。
そ
う
い
う
「
た
だ
念
仏
」

だ
と
い
う
。

浄
土
宗
で
は
「
一
心
一
向
」
、
非
常
に
熱
心
に
念
仏
を
称
え
る
。

念
仏
を
ず
ー
っ
と
称
え
て
い
く
と
や
が
て
無
念
無
想
に
な
る
。
道

場
に
で
も
こ
も
っ
て
坐
禅
し
て
一
所
懸
命
唱
え
れ
ば
、
あ
る
程
度

誰
で
も
無
念
無
想
に
な
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

一
遍
上
人
も
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
と
お
っ
て
悟
り
を
開
い
た
と



言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
な
に
か
悟
り
の
歌
が
あ
っ
た
な
、「
と
な
う

れ
ば
、
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り

し
て
」
と
い
う
。
そ
れ
を
師
匠
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
て
、「
こ

う
い
う
境
地
が
開
け
ま
し
た
」
と
言
っ
た
ら
「
い
や
、
ま
だ
駄
目

だ
」
と
い
っ
て
突
き
返
さ
れ
た
。
も
う
一
度
一
所
懸
命
に
座
り
直

し
た
。
そ
う
す
る
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て
」
で
は

な
く
「
と
な
う
れ
ば
、
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
、
南
無
阿
弥
陀

仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
し
た
。
こ
れ
を
持
っ
て
行
っ
た
ら
よ
ろ

し
い
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
無
念
無
想
を
さ
ら
に
通
り
越
し
た
世

界
な
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
言
う
「
た
だ
念
仏
」
は
無
念
無
想
の
念
仏
と

い
う
の
と
も
違
う
、
こ
れ
は
曽
我
先
生
の
ご
意
見
で
す
が
。

い
ま
の
人
に
は
聞
き
馴
れ
な
い
言
葉
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
僕

ら
の
子
供
の
時
に
は
お
寺
へ
行
け
ば
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
聞
か
せ
ら
れ

た
の
だ
が
、
ち
っ
と
も
不
思
議
に
思
わ
な
か
っ
た
。「
親
さ
ま
の
御

恩
を
お
も
い
い
だ
し
・
・
・
・
」
と
言
う
言
葉
。
阿
弥
陀
仏
で
あ

る
親
さ
ま
の
御
恩
を
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
裏
で
は
も
う
「
自

力
無
効
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
出
て
い
ま
す
ね
。

な
に
か
川
に
で
も
、
崖
か
ら
滑
り
落
ち
た
と
き
に
誰
か
が
ひ
ょ

っ
と
救
い
上
げ
て
く
れ
た
。
陸
に
上
が
っ
て
「
あ
あ
、
あ
り
が
た

い
」
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
裏
に
あ
る
の
は
自
力
無
効
で
し

ょ
う
。
自
分
は
何
の
力
も
な
し
に
、
そ
の
ま
ま
だ
と
川
の
底
へ
崖

か
ら
落
ち
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
を
救
わ
れ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
崖
か
ら
落
ち
る
と
い
う
だ
け
の
身
の
罪
悪
で

す
ね
。
な
に
も
特
に
泥
棒
を
し
て
追
わ
れ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は

な
い
の
だ
。
し
か
し
崖
か
ら
落
ち
る
と
い
う
一
つ
の
出
来
事
自
身

が
、
そ
の
人
自
身
に
と
っ
て
は
身
の
罪
悪
で
し
ょ
う
。
自
力
無
効

と
こ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
は
具
体
的
に
は
身
の
罪
悪

で
あ
る
。

身
の
罪
悪
を
知
ら
し
て
い
た
だ
く
と
は
親
さ
ま
の
御
恩
を
知
ら
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
る
。
知
る
の
で
は
な
い
知
ら
し
て
い
た
だ

く
、
ど
こ
ま
で
も
受
け
身
で
あ
る
。

崖
か
ら
落
ち
る
と
覚
悟
し
て
落
ち
る
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
つ

試
し
て
や
ろ
う
と
い
っ
て
落
ち
る
の
で
は
な
い
。
崖
か
ら
落
ち
る

な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
な
い
で
生
き
て
い
る
と
た
ん
に
、
ど
っ
と

落
ち
そ
こ
を
救
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
力
無
効
を

知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
平
生
自
力
を
頼
ん
で
い
る

わ
け
で
あ
る
。
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
道
を
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
が

思
い
が
け
ず
ス
ト
ン
と
滑
っ
た
の
で
あ
る
。

御
恩
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
い
つ
も
出
る
言
葉
で
す
が
、
善

導
大
師
は
、
そ
れ
を
「
わ
が
身
は
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
こ

う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
常
に

沈
み
、
常
に
没
し
流
転
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
を
覚



悟
し
て
、
親
さ
ま
の
御
恩
を
知
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ

て
、
親
さ
ま
の
御
恩
を
思
わ
せ
ら
れ
た
と
き
に
、
自
分
が
罪
悪
生

死
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
は

い
わ
ゆ
る
「
機
の
深
信
」
で
す
ね
。

こ
こ
で
初
め
て
宿
業
の
自
覚
が
お
こ
る
。
機
の
深
信
は
宿
業
を

あ
ら
わ
す
。
落
ち
て
救
わ
れ
た
と
き
に
初
め
て
宿
業
を
知
ら
さ
れ

る
。
今
ま
で
大
手
を
振
っ
て
何
十
年
間
こ
の
世
を
歩
い
て
き
た
が
、

い
ま
思
い
が
け
な
く
川
に
ス
ト
ン
と
落
ち
た
、
そ
の
と
き
に
自
分

の
今
日
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
宿
業
積
も
り
積
も
っ
て
き
た
宿
業
と
い

う
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
つ
ま
り
谷
底
に
ス
ト
ン
と
落
ち
た
と
い

う
こ
と
は
、
宿
業
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
た
だ
宿
業
を
知
る

の
で
は
な
く
、
宿
業
を
知
ら
し
め
て
い
た
だ
く
。
誰
か
ら
い
た
だ

く
か
と
い
う
と
親
さ
ま
か
ら
で
あ
る
親
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
、

そ
れ
が
機
の
深
信
で
あ
る
。

曽
我
先
生
は
よ
っ
ぽ
ど
こ
の
「
た
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
深

く
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
の
問
題
で
は
な
い
の
だ
と
、
「
た
だ
念
仏
」
と

言
え
る
と
こ
ろ
に
機
の
深
信
が
あ
る
。
機
の
深
信
の
中
身
は
何
か

と
い
う
と
宿
業
で
あ
る
。
こ
の
宿
業
が
ぽ
っ
か
り
自
分
の
中
に
姿

を
現
し
て
き
た
。
そ
れ
が
い
ま
の
自
分
の
こ
の
現
在
な
の
で
あ
る
。

現
在
ふ
う
ふ
う
息
を
吐
き
な
が
ら
毎
日
毎
日
あ
く
せ
く
と
生
き

て
い
る
、
こ
の
実
態
そ
の
も
の
が
宿
業
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

二
、
親
鸞
聖
人
は
言
葉
の
奥
を

真
っ
直
ぐ
に
受
け
取
っ
て
い
く

曽
我
先
生
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
親
鸞
聖

人
は
非
常
に
言
葉
を
上
手
に
取
り
扱
う
人
で
あ
り
言
葉
の
細
工
師

だ
と
、
子
供
の
時
に
思
っ
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
れ
で

親
鸞
聖
人
は
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
親
鸞
聖
人
は
え
ら

い
え
ら
い
と
皆
さ
ん
か
ら
勿
体
が
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
言
葉

の
細
工
師
だ
ど
う
も
お
も
し
ろ
く
な
い
な
あ
と
。
子
供
の
と
き
と

は
何
歳
の
頃
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
お
寺
で
す
か
ら
小
僧
さ

ん
の
時
代
で
し
ょ
う
ね
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
説
教
を
聴
い
て
い
た
の

だ
か
ら
。
親
鸞
聖
人
は
、
言
葉
を
変
に
使
っ
て
妙
に
持
ち
回
っ
て

言
葉
の
細
工
師
だ
と
思
い
、
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
と
書
い
て
お

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
き
く
な
っ
て
み
る
と
そ
う
で
は
な
か
っ

た
と
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
子
供
心
の
間
違
い
な
の
で
あ
っ
た
と
。

親
鸞
聖
人
は
「
親
鸞
に
を
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た

す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
ぶ
り
て
、

信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
」
と
、
法
然
上
人
の
そ
う
言

わ
れ
た
言
葉
を
、
す
な
お
に
一
途
に
真
っ
す
ぐ
に
あ
あ
そ
う
で
す



か
と
そ
の
通
り
受
け
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
細
工
師
ど
こ
ろ
の
話
で

は
な
い
と
い
う
。

ど
こ
が
細
工
師
の
よ
う
に
曽
我
先
生
に
は
思
え
た
か
と
い
う
と
、

私
な
り
に
言
え
ば
細
工
師
と
い
う
の
は
こ
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

一
本
の
針
金
な
ら
針
金
を
こ
っ
ち
へ
曲
げ
た
り
あ
っ
ち
へ
曲
げ
た

り
す
る
の
が
細
工
で
し
ょ
う
ね
。

な
る
ほ
ど
親
鸞
聖
人
は
書
か
れ
た
文
章
を
、
親
鸞
聖
人
の
解
釈

に
は
い
っ
て
し
ま
う
と
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
だ
か
ら
細
工
師

だ
と
。
表
か
ら
平
面
的
に
読
む
と
親
鸞
聖
人
の
解
釈
は
そ
う
見
え

る
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
書
か
れ
た
文
章
を
そ
の
通
り
に
真
っ

す
ぐ
に
あ
あ
そ
う
で
す
か
と
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
僕
か

ら
説
明
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
奥
の
方
へ
受
け
取
っ
た
、
奥
の
方

へ
こ
う
入
り
込
ん
で
受
け
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
内
容
は
は
平
面

的
に
見
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
、
立
体
的
に
も
っ
と
奥
の
方
へ

意
味
が
あ
る
、
そ
の
奥
の
方
を
親
鸞
聖
人
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

言
葉
を
素
直
に
受
け
取
る
と
、
そ
の
奥
に
こ
う
い
う
も
の
が
ち
ゃ

ん
と
あ
る
と
。
こ
れ
を
取
り
出
し
て
親
鸞
聖
人
が
解
釈
さ
れ
る
も

の
だ
か
ら
、
そ
の
平
面
の
白
い
と
こ
ろ
だ
け
を
見
て
い
る
人
か
ら

言
う
と
、
な
ん
だ
こ
れ
に
書
い
て
も
い
な
い
こ
と
を
勝
手
に
こ
ん

な
よ
う
に
言
っ
て
い
る
な
あ
と
、
だ
か
ら
細
工
師
だ
と
。
そ
う
で

は
な
い
、
む
し
ろ
逆
に
こ
れ
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
受
け
取
る
ほ

ど
、
こ
の
裏
の
奥
の
意
味
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
本
物
だ
と
。

僕
ら
は
ど
こ
ま
で
も
書
か
れ
て
あ
る
そ
の
ま
ま
の
平
面
的
に
見

え
る
と
言
い
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
読
む
人
の
主
観
の
作
品
だ
と
。

僕
は
こ
れ
を
こ
の
通
り
取
っ
た
の
だ
と
言
い
た
い
の
だ
が
、
こ
の

通
り
と
い
う
の
は
も
う
主
観
の
作
品
だ
、
親
鸞
聖
人
は
そ
の
主
観

を
も
た
な
い
か
ら
、
書
か
れ
て
あ
る
そ
の
ま
ま
を
す
っ
か
り
飲
み

込
ん
で
し
ま
う
。
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
の
持
っ
て
い
る
本
当
の
意

味
、
言
葉
を
生
か
し
て
い
る
裏
の
意
味
、
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
わ

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
言
わ
ず
に
お
け
な
い
と
い
う
の

で
、
そ
れ
を
外
に
出
さ
れ
る
か
ら
、
白
の
主
観
し
か
見
な
い
で
こ

れ
を
本
物
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
人
か
ら
言
う
と
、
親
鸞
聖
人
は

言
葉
の
細
工
師
の
よ
う
に
見
え
る
と
。
曽
我
先
生
の
言
う
の
は
こ

う
い
う
意
味
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

そ
れ
が
な
ぜ
い
ま
こ
こ
の
文
章
と
関
係
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

た
だ
念
仏
と
世
間
で
い
う
の
は
外
の
白
い
意
味
だ
け
を
と
っ
て
い

る
。
親
鸞
聖
人
は
た
だ
念
仏
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
奥
の
意
味
を
、

奥
の
本
当
の
た
だ
念
仏
と
い
う
気
持
を
、
こ
れ
を
取
り
出
し
て
言

っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
素
直
な
取
り
方
は
な
い
の
だ
と
。
こ

れ
は
本
当
に
主
観
を
入
れ
な
い
で
こ
の
通
り
と
っ
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
曽
我
先
生
が
あ
げ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
さ
き

に
善
導
大
師
の
お
言
葉
（
『
観
経
疏
』
玄
義
分
）
で
す
が
、
ち
ょ
っ



と
読
ん
で
み
ま
す
と
、

然
る
に
娑
婆
の
化
主
︑

お
釈
迦
さ
ん
で
す
ね
。

其
の
請
に
因
る
が
故
に
︑
即
ち
廣
く
浄
⼟
の
要
⾨
を
開
き
︑

浄
土
に
入
る
た
め
の
、
ぜ
ひ
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
を
開

き
、
こ
れ
は
浄
土
教
を
お
釈
迦
さ
ん
が
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
な

の
で
し
ょ
う
ね
。

安
楽
の
能
⼈
︑

「
安
楽
の
能
人
」
と
い
う
の
は
、
安
楽
国
は
極
楽
で
す
か
ら
、

極
楽
に
お
ら
れ
る
達
人
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
偉
い
人
、
極
楽

の
ご
主
人
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
様
が
、

別
意
の
弘
願
を
顕
彰
す
︑

特
別
に
衆
生
の
た
め
に
選
ん
だ
弘
願
、
弘
願
と
い
う
の
は
第
十

八
願
、
そ
れ
を
顕
さ
れ
た
と
。

其
の
要
⾨
と
は
︑
即
ち
此
の
﹃
観
経
﹄
の
定
善
⼆
⾨
こ
れ
な
り
︒

『
観
無
量
寿
経
』
に
は
、
ず
ー
っ
と
い
ろ
い
ろ
の
、
極
楽
に
行

く
、
浄
土
往
生
す
る
そ
の
準
備
を
書
い
て
い
る
。

初
め
の
方
に
は
、
観
念
の
方
が
出
て
い
ま
す
ね
。
韋
提
希
夫
人

に
、
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
、
第
五
と
い
う
よ
う
に
、
ず
っ

と
い
ろ
い
ろ
な
観
想
を
す
る
、
仏
の
浄
土
の
す
が
た
を
見
る
。
そ

う
い
う
観
念
の
世
界
、
定
に
入
っ
た
世
界
を
お
釈
迦
さ
ん
が
説
い

て
い
る
。

そ
れ
か
ら
後
半
分
の
方
に
、
と
て
も
そ
う
い
う
定
は
で
き
な
い

が
、
い
ろ
い
ろ
な
道
徳
的
に
善
を
す
る
方
を
お
釈
迦
さ
ん
が
説
い

て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
の
善
い
こ
と
を
す
る
、
こ
れ
は
散
善
で
あ
る
。

そ
う
い
う
二
つ
の
門
を
『
観
経
』
に
は
書
い
て
あ
る
。

こ
れ
は
要
門
で
あ
る
。
ぜ
ひ
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
門
な
の



だ
が
、
し
か
し
こ
れ
が
最
後
の
門
で
は
な
い
の
だ
と
。
こ
う
い
う

二
つ
の
門
を
方
便
と
し
て
通
ら
し
て
、
往
生
を
求
め
さ
せ
る
。
方

便
と
し
て
と
い
う
意
味
は
、
そ
れ
な
ら
方
便
で
は
な
い
本
当
の
目

的
は
何
か
と
い
う
と
、
第
十
八
願
の
弘
願
で
あ
る
。

﹁
弘
願
﹂
と
い
う
は
﹃
⼤
経
﹄
の
説
の
如
し
︑

こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
方
に
書
か
れ
て
あ
る
あ
の
法
蔵
菩

薩
の
四
十
八
願
の
、
あ
の
立
場
で
す
ね
。
こ
の
弘
願
に
入
っ
て

⼀
切
善
悪
の
凡
夫
︑
⽣
を
得
る
も
の
は
︑
皆

こ
れ
は
善
人
悪
人
を
問
わ
ず
、
貧
富
老
少
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ

生
き
と
し
生
き
る
も
の
は
こ
と
ご
と
く
皆

阿
弥
陀
仏
の
⼤
願
業
⼒
に
乗
じ
て
増
上
縁
と
為
さ
ざ
る
は
な
し
︒

こ
れ
を
一
番
強
い
縁
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
縁
が
あ

る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
一
番
強
い
増
上
縁
で
あ
る
、
仏
の
力
と

い
う
の
は
。
そ
う
い
う
善
導
大
師
の
本
文
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
な
か
の
要
門
と
し
て
、
定
散
二
門

定
は
即
ち
息
慮
凝
⼼
︑
散
は
即
ち
廃
悪
修
善
こ
れ
な
り
︒

（
以
上
『
観
経
疏
』
玄
義
分
）

「
こ
れ
な
り
」
と
、
善
導
大
師
は
定
義
を
く
だ
し
た
。
定
と
は

何
ぞ
や
、
散
と
は
何
ぞ
や
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
『
観
無
量
寿
経
』

に
要
門
と
し
て
、
極
楽
へ
の
救
い
に
入
る
前
提
と
し
て
こ
の
二
つ

の
門
を
書
い
て
あ
る
。
そ
の
次
に
こ
こ
を
通
っ
て
最
後
の
弘
願
に

入
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
す
ー
っ
と
平
面
的
に
書
い
て
あ

る
。「

散
は
即
ち
廃
悪
修
善
」
と
こ
う
善
導
大
師
は
定
義
を
あ
げ
た

だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
後
は
す
ー
っ
と
表
通
り
を
読
ん
で
い
く
の
は

普
通
な
の
だ
。
曽
我
先
生
も
こ
こ
を
読
ん
で
い
て
そ
う
い
う
こ
と

を
思
わ
な
か
っ
た
、
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
と
こ

ろ
が
親
鸞
聖
人
は
「
定
は
即
ち
息
慮
凝
心
、
散
は
即
ち
廃
悪
修
善
」

と
こ
う
書
か
れ
た
二
つ
の
言
葉
の
裏
を
さ
っ
と
見
抜
い
て
、
そ
れ

を
は
っ
と
受
け
取
っ
て
お
ら
れ
る
と
曽
我
先
生
も
言
っ
て
お
ら
れ



る
。﹁

定
⼼
修
し
が
た
し
︑
息
慮
凝
⼼
の
故
に
︒
散
善
⾏
じ
が
た
し
︑

廃
悪
修
善
の
故
に
﹂

（
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
）

善
導
大
師
が
「
散
は
即
ち
廃
悪
修
善
」
と
定
義
さ
れ
た
の
を
、

そ
の
気
持
を
親
鸞
聖
人
が
は
っ
と
受
け
取
っ
て
「
散
善
行
じ
が
た

し
、
廃
悪
修
善
の
故
に
」
と
こ
う
書
き
直
さ
れ
た
と
い
う
。
曽
我

先
生
の
書
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
、
地
下
の
善
導
大
師
も
舌
を

巻
い
て
驚
い
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
。
後
世
お
そ
る
べ
き
人
間
だ

と
善
導
大
師
は
た
ま
げ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
こ
れ
は
と
て
も
他
人

事
で
は
で
き
な
い
受
け
取
り
方
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
曽
我
先

生
も
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
曽
我
先
生
の
お
気
持
は
何
か
も
っ
と

も
っ
と
深
く
取
り
よ
う
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
が
、

僕
は
そ
の
辺
ぐ
ら
い
し
か
よ
う
言
わ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。

つ
ま
り
こ
う
い
う
気
持
の
前
提
に
は
、
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ

う
に
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
た
だ
念
仏
と
い

う
中
に
こ
ち
ら
と
仏
と
の
間
に
、
す
っ
か
り
こ
の
本
願
と
い
う
電

気
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
も
う
ぴ
っ
た
り
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
「
定
善
は
即
ち
息
慮
凝
心
」
と
聞
い
た
と
き
に
、
あ
あ

そ
う
か
定
善
修
し
が
た
し
息
慮
凝
心
の
ゆ
え
に
と
、「
散
善
は
即
ち

廃
悪
修
善
」
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
あ
あ
そ
う
で
し
た
、
散
善
行

じ
が
た
し
廃
悪
修
善
の
ゆ
え
に
と
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
凡
夫
は
弘

願
に
救
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
と
真
っ
す
ぐ
に
そ
こ
に
い
っ

て
し
ま
う
の
だ
ね
。
こ
れ
が
こ
の
た
だ
念
仏
し
て
と
い
う
こ
と
の

中
身
だ
と
、
こ
う
い
う
の
で
し
ょ
う
。

ど
う
で
す
か
ね
、
な
に
か
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
っ
と
別
の
読
み

方
が
あ
る
か
な
。
あ
ん
ま
り
力
瘤
を
入
れ
て
お
ら
れ
て
ね
、
こ
こ
。

子
供
の
時
に
、
親
鸞
聖
人
は
え
ら
い
言
葉
の
細
工
師
だ
お
も
し
ろ

く
な
い
な
あ
と
曽
我
小
僧
さ
ん
が
思
っ
た
。
そ
の
反
動
が
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
っ
か
り
聖
人
に
し
て
や
ら
れ
た
と
い

う
よ
う
な
。

つ
ま
り
親
鸞
聖
人
の
受
け
取
り
方
は
、
お
経
な
ら
お
経
の
言
葉

を
、

あ
る
が
ま
ま
に
お
聖
教
の
文
字
を
い
た
だ
く
。
そ
こ
に
お
聖

教
の
お
こ
と
ば
が
輝
い
て
く
る
と
。
つ
ま
り
こ
と
ば
の
端
的
な
意

味
、
言
葉
の
生
命
、
意
義
を
つ
か
ん
で
お
ら
れ
る
。



三
、
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
根
源
的
な
い
の
ち
の
世
界
と

宿
業
と
い
う
否
定
を
通
し
て
感
応
道
交
す
る

お
そ
ら
く
こ
れ
が
い
つ
も
あ
ち
こ
ち
で
口
癖
の
よ
う
に
言
わ
れ

る
「
感
応
道
交
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の

根
源
的
な
い
の
ち
と
の
感
応
道
交
。

生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
根
源
的
な
い
の
ち
の
世
界
と
の
感
応

道
交
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
頃
新
聞
や
雑
誌
で
い
ろ
い
ろ
皆
そ
う

い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
よ
ほ
ど
宗
教
的
な
気
分
が
、
ず
っ
と
社
会

一
般
に
広
ま
り
深
ま
っ
て
き
た
、
そ
う
い
う
傾
向
が
濃
厚
に
な
っ

て
き
た
こ
と
は
確
か
に
思
え
る
。
そ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
そ
れ
と

正
反
対
な
退
廃
的
な
末
世
的
な
い
ろ
い
ろ
な
現
象
の
広
が
り
と
は

無
関
係
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
一
方
で
い
の
ち
の
根
源
を

忘
れ
、
末
梢
的
な
前
へ
前
へ
と
だ
け
あ
せ
っ
て
走
っ
て
行
こ
う
と

す
る
い
の
ち
の
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
社
会
の
傾
向
の

の
反
面
、
あ
る
い
は
社
会
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

あ
る
意
味
で
自
分
の
故
郷
、
い
の
ち
の
故
郷
、
い
の
ち
の
本
源
の

方
へ
心
ひ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
事
実
で
し
ょ
う
。

い
の
ち
の
根
源
の
世
界
と
現
実
の
わ
れ
わ
れ
と
の
間
の
感
応
道

交
の
気
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
結
構
な
こ
と
だ
と
思

う
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
一
種
の
い
の
ち
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ア
み
た
い
な
も
の
で
な
い
の
か
な
。
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
に
な

ら
な
い
。

つ
ま
り
根
源
的
な
い
の
ち
の
世
界
と
の
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
が
直
結
す
る
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
こ
う
言
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
、
感
応
道
交
を
裏
づ
け
る
支
え
る
も
の
、
先
の
「
否

定
」
が
な
い
と
言
い
ま
す
か
、
一
番
初
め
に
書
き
ま
し
た
自
力
無

効
、
身
の
罪
悪
感
、
宿
業
感
が
な
い
ね
。

感
応
道
交
の
気
分
は
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
宿
業
感
を
欠
い
て

い
て
い
る
。
何
か
新
聞
や
雑
誌
で
気
づ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、

そ
こ
に
ど
う
も
宿
業
感
は
出
な
い
ね
。

い
ま
ど
こ
で
も
そ
う
い
う
問
題
が
出
て
き
て
る
の
で
は
な
い
か

な
。
自
分
の
い
の
ち
の
根
源
と
直
結
す
る
、
根
源
の
方
に
帰
る
と

い
う
こ
と
は
非
常
に
喜
ば
し
い
現
象
な
の
だ
が
、
宿
業
感
を
裏
に

持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
の
ち
の
根
源
と
直
結
し
て
し
ま
っ

て
自
己
の
否
定
が
な
い
わ
け
だ
な
。
向
こ
う
と
こ
ち
ら
が
否
定
を

通
し
て
結
ば
れ
る
な
ら
わ
か
る
の
だ
が
、
否
定
が
な
く
て
肯
定
の

ま
ま
直
結
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
結
局
甘
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
は
、
向
こ
う
の
本
当
の
親
心
を
聞
か
な
い
で
、
子
供

だ
け
で
勝
手
に
親
心
を
決
め
て
し
ま
う
。
素
直
に
親
心
を
受
け
止



め
る
の
で
は
な
し
に
、
親
心
と
い
う
も
の
を
子
供
の
方
で
拵
え
て

し
ま
う
。
こ
っ
ち
の
方
で
親
心
を
つ
く
っ
て
、
親
心
は
こ
う
だ
か

ら
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
う
い
っ
て
し
ま
う
。
親
心
が

宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
て
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

電
話
の
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
た
と
え
れ
ば
ど
う
な
る
の

か
な
。
私
は
電
気
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
電
気
の
抵
抗

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
。
つ
ま
り
弥
陀
と
衆
生
と
の

間
に
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
で
き
る
。
電
話
が
直
結
す
る
、

そ
れ
は
非
常
に
よ
い
こ
と
だ
。
直
結
す
る
電
話
の
中
を
通
っ
て
く

る
電
気
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
本
願
で
あ
る
。
電
気
が
通
る
の

は
電
線
の
中
の
抵
抗
を
打
ち
破
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
、

そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
な
。
電
気
は
上
か
ら
水
が
流
れ
る
よ

う
に
サ
ー
ッ
と
落
ち
て
来
る
の
で
は
な
い
ん
で
、
そ
こ
に
抵
抗
が

あ
る
か
ら
、
抵
抗
を
逆
に
縁
と
し
て
電
気
が
こ
っ
ち
へ
流
れ
て
来

る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
電
線
な
の
で
あ
る
。
電
線
は
電
気
を
通
す
る

の
だ
が
、
一
方
か
ら
言
え
ば
抵
抗
な
の
で
は
な
い
か
な
。
電
気
が

通
る
と
き
に
、
電
線
自
身
が
抵
抗
と
な
り
、
電
線
自
身
が
自
分
の

生
命
を
知
る
、
そ
こ
で
い
の
ち
の
根
源
を
知
ら
さ
れ
る
。
電
気
が

通
ら
な
け
れ
ば
宿
命
は
わ
か
ら
な
い
。
宿
業
感
は
湧
か
な
い
。
電

気
に
対
す
る
抵
抗
そ
れ
が
宿
業
感
で
あ
る
、
そ
う
言
っ
た
ら
ど
う

で
し
ょ
う
。

感
応
道
交
と
い
う
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
そ
う
い
う
否
定
を
通
し

た
感
応
道
交
、
つ
ま
り
宿
業
と
い
う
否
定
を
通
し
た
感
応
道
交
で

あ
る
。
宿
業
が
真
ん
中
に
あ
っ
て
媒
介
す
る
、
そ
れ
で
向
こ
う
と

こ
っ
ち
と
の
間
の
感
応
道
交
が
で
き
る
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
も
う
少
し
う
ま
く
言
え
な
い
も
の
か

な
。こ

れ
も
い
つ
も
出
る
例
で
す
け
れ
ど
も
、
願
成
就
の
文
。
こ
れ

は
『
大
経
』
の
下
巻
の
は
じ
め
に
あ
る
言
葉
で
す
ね
。「
至
心
回
向

願
生
彼
国

即
得
往
生

住
不
退
転
」
こ
れ
を
こ
の
通
り
外
側
か

ら
す
ー
っ
と
読
ん
で
い
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
が
、「
至
心
に
回
向

し
て
」
、
仏
の
方
に
回
向
し
て
、
「
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
う
」
、

往
生
し
た
い
も
の
だ
と
お
願
い
す
る
。
い
ろ
い
ろ
の
散
善
と
か
定

善
と
か
い
う
、
い
ろ
い
ろ
な
徳
を
向
こ
う
へ
回
向
し
て
そ
れ
で
ど

う
か
往
生
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
願
う
。
願
え
ば
「
即
得
往
生

」
、
す

ぐ
そ
の
場
で
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
一
生
後
戻
り
し
な
い
、

往
生
す
る
前
向
き
の
生
涯
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
・
・
・
・
・
。

（
テ
ー
プ
中
断
）

わ
れ
わ
れ
今
ま
で
、
な
ん
べ
ん
後
戻
り
し
よ
う
、
後
戻
り
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
か
知
れ
な
い
の
だ
ね
。
そ
の
度
に

い
ろ
い
ろ
な
縁
が
あ
っ
て
、
周
囲
か
ら
助
け
ら
れ
た
り
、
前
の
方



か
ら
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
そ
の
お
か
げ
で
や
っ
と
ま
あ
、
前
向
き

と
言
え
ば
え
ら
い
お
こ
が
ま
し
い
が
、
そ
れ
で
も
と
も
か
く
前
へ

前
へ
と
進
ん
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
願
に
乗
ず
れ
ば
、
も
う
そ
の
本
願
の
力
で
い
や

お
う
な
し
に
、
後
ろ
に
後
戻
り
し
な
い
。
明
日
は
も
う
外
へ
出
る

の
は
嫌
だ
な
あ
、
家
に
引
っ
込
ん
で
い
よ
う
か
な
と
思
う
こ
と
が

何
度
も
あ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。

毎
朝
毎
朝
元
気
よ
く
往
生
の
道
を
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い
く
。

そ
う
い
う
よ
う
に
願
生
彼
国
、
即
得
往
生
が
で
き
る
の
は
、「
至

心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
。
こ
の
「
至
心
回
向
」
は
こ
っ
ち
が

至
心
に
回
向
す
る
の
で
は
な
い
、
仏
さ
ま
が
わ
れ
わ
れ
の
方
に
至

心
回
向
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
仏
さ
ま
の
力
を
こ
っ
ち
へ
ワ
ー
ッ
と

送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
あ
の
国
へ
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の

を
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
救
い
と
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
仏
の
至

心
回
向
な
の
だ
。
至
心
回
向
は
「
至
心
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
こ

の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
読
ま
れ
た
。

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
細
工
し
た
の
で
は
な
い
。
曽
我
小
僧
は
親

鸞
聖
人
を
細
工
師
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
違
う
の
で
あ
っ
て
、

素
直
に
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い
け
ば
お
の
ず
か
ら
そ
う
い
う
気
持

が
さ
っ
と
こ
ち
ら
へ
出
て
く
る
と
い
う
。
つ
ま
り
感
応
す
る
。
感

応
道
交
で
、
「
至
心
回
向

願
生
彼
国

即
得
往
生

住
不
退
転
」

こ
う
一
生
懸
命
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
至

心
に
回
向
し
た
ま
え
り
と
い
う
気
持
が
こ
ち
ら
へ
グ
ー
ッ
と
出
て

く
る
。
そ
う
い
う
気
持
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
表
し
て
、「
至
心
に
回

向
し
た
ま
え
り
」
と
親
鸞
聖
人
は
こ
う
読
ま
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
素

直
な
読
み
方
は
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
字
を
文
字
と
し
て
分
別
し
た
ら
い
か
ん
。
分
別
は

主
観
で
あ
る
。
こ
の
字
を
分
別
し
て
読
む
と
こ
れ
は
至
心
回
向
で

あ
る
こ
れ
は
願
生
彼
国
で
あ
る
と
こ
う
読
む
か
ら
主
観
的
な
言
葉

に
な
っ
て
し
ま
う
。
言
葉
を
、
文
字
を
、
主
観
的
に
み
る
の
で
は

な
し
に
、
言
葉
を
直
接
に
聞
く
の
だ
と
、
そ
う
す
る
と
思
慮
分
別

が
消
え
て
お
の
ず
か
ら
頭
が
下
が
る
。
文
字
を
見
な
い
で
文
字
を

聞
け
と
い
う
。

そ
れ
が
「
聞
其
名
号
」
で
あ
る
、
そ
の
名
号
を
聞
く
。
名
号
を

聞
く
の
で
あ
る
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
何
か
と
分
別
す
る
の
で
は

な
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
号
を
聞
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

生
き
た
言
葉
で
あ
る
、
仏
の
声
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
義
で

あ
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
そ
の
い
わ
れ
は
本
願
、
第
十
八
願
で
あ

る
。
本
願
は
い
わ
れ
で
あ
り
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
義
で
あ

る
。
本
願
が
さ
き
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
さ

き
に
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
た
だ
聞
け
ば
よ
い
。
説
明
を
聞
い
て



か
ら
向
こ
う
の
声
を
聞
く
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ま
あ
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
道
で
会
っ
て
「
お
は
よ
う
」

と
言
っ
て
か
ら
「
今
日
は
い
い
お
天
気
で
す
ね
」
と
言
う
の
で
あ

っ
て
、
「
今
日
は
い
い
お
天
気
な
り
ま
し
た
な
」
、
「
お
は
よ
う
」
と

は
言
わ
な
い
で
す
ね
。「
お
は
よ
う
」
と
い
う
の
は
お
互
い
に
コ
ミ

ュ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
、「
お
は
よ
う
」
と
言
っ
た
そ
の
言
葉
の
中
に
、

今
日
は
い
い
天
気
で
す
な
し
っ
か
り
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
。

い
わ
れ
が
第
十
八
願
で
あ
る
。「
今
日
は
い
い
天
気
で
す
、
だ
か

ら
お
は
よ
う
」
と
は
言
わ
な
い
。「
お
は
よ
う
」
と
い
う
声
を
お
互

い
に
聞
き
合
う
、
聞
い
て
そ
の
い
わ
れ
が
本
願
で
あ
る
。
そ
の
聞

き
合
い
、
そ
れ
が
感
応
道
交
で
あ
る
。

こ
の
前
の
本
誓
寺
で
の
お
話
で
す
が
、
広
瀬
杲
さ
ん
が
こ
う
い

う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

誰
か
が
曽
我
先
生
に
、「
感
応
道
交
感
応
道
交
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と

聞
い
た
ら
、
と
っ
さ
に
「
と
っ
た
手
綱
に
血
が
通
う
」
と
パ
ッ
と

答
え
ら
れ
た
と
。

こ
の
歌
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
み
な
さ
ん
覚
え
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
感
応
道
交
だ
と
、
感
応
道
交
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
。

馬
と
人
と
の
、「
と
っ
た
手
綱
に
血
が
通
う
」
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
。

親
と
子
は
血
が
通
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
歌
に
は
な
ら
な
い

ね
。「
親
と
子
の
間
に
血
が
通
う
」
な
ど
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
ん

な
当
た
り
前
の
こ
と
は
歌
に
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
否
定

が
な
い
で
し
ょ
う
そ
こ
に
は
。
普
通
な
ら
ば
畜
生
で
あ
り
人
で
あ

る
だ
か
ら
全
然
通
う
は
ず
の
な
い
も
の
が
、
あ
あ
い
う
戦
場
と
い

う
背
景
で
特
殊
な
関
係
に
入
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
も
次
の

瞬
間
に
は
命
を
失
う
か
と
い
う
否
定
の
極
限
ま
で
い
っ
て
い
る
と

き
に
、
そ
う
い
う
否
定
を
通
し
て
不
思
議
に
通
う
は
ず
の
な
い
血

が
通
う
。

し
か
も
、「
と
っ
た
手
綱
」
だ
か
ら
お
も
し
ろ
い
ね
。
コ
ミ
ュ
ー

ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
「
手
綱
」
で
あ
っ
て
、
電
話
な
ら
電
線
だ
け
れ

ど
も
こ
こ
で
は
手
綱
で
あ
る
。
た
だ
の
物
で
あ
る
は
ず
の
手
綱
た

だ
の
物
質
で
あ
る
は
ず
の
手
綱
に
生
き
た
血
が
通
っ
て
い
る
。
馬

と
人
と
一
つ
に
な
る
は
ず
が
な
い
も
の
が
一
つ
に
な
る
、
そ
れ
が

感
応
道
交
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
で
は
い
ち
い
ち
説
明
は
要
ら

な
い
の
で
、
も
う
馬
が
ヒ
ヒ
ー
ン
ン
と
鳴
け
ば
こ
っ
ち
に
そ
れ
で

ち
ゃ
ん
と
わ
か
る
。
主
人
が
「
ホ
ー
ラ
、
ホ
ー
ラ
」
と
言
え
ば
、

馬
の
方
は
ち
ゃ
ん
と
主
人
の
気
持
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
馬
も
人
も

共
に
そ
こ
で
聞
其
名
号
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、
分

別
で
は
な
い
。



こ
う
い
う
血
が
通
っ
た
と
こ
ろ
に
、
お
互
い
の
馬
と
人
と
こ
こ

に
こ
う
い
う
戦
場
に
一
緒
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
し
み
じ

み
と
因
縁
を
感
ず
る
。
馬
が
人
だ
か
人
が
馬
だ
か
、
こ
っ
ち
が
あ

っ
ち
だ
か
あ
っ
ち
が
こ
っ
ち
だ
か
、
と
も
に
今
日
こ
こ
へ
来
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
因
縁
、
つ
ま
り
宿
業
を
と
も
に
一
つ
に
感
じ

る
、
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

四
、
感
応
道
交
、
そ
れ
が

善
知
識
に
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る

な
ん
で
こ
う
回
り
く
ど
く
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
繰

り
返
し
繰
り
返
し
言
っ
て
き
来
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
、「
た
だ

念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
法
然
上
人
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
お
言
葉
を
聞
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
つ
ま
り

聞
其
名
号
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
き
人
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

以
外
何
も
子
細
は
な
い
、
完
全
に
他
に
何
も
な
い
の
だ
と
、
そ
の

受
け
取
っ
た
も
の
の
中
に
一
切
の
も
の
が
あ
る
か
ら
あ
と
は
何
も

要
ら
な
い
の
で
あ
る
そ
れ
だ
け
で
も
う
一
杯
な
の
だ
。
そ
れ
が
つ

ま
り
善
知
識
に
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
善
知
識
に
遇
っ
た

と
い
う
意
味
は
そ
こ
な
の
で
あ
る
。

今
の
学
校
で
は
言
葉
を
聞
く
と
い
う
こ
と
の
反
対
が
、
言
葉
を

聞
か
な
い
で
文
字
を
ノ
ー
ト
に
写
す
こ
と
で
あ
る
、
と
曽
我
先
生

が
言
っ
て
お
る
。
さ
っ
ぱ
り
先
生
の
言
葉
を
聞
こ
う
と
し
な
い
で

一
所
懸
命
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
写
す
。
だ
か
ら
先
生
と
生
徒
の
間
に

感
応
道
交
、
ち
っ
と
も
血
が
通
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ノ
ー
ト

に
写
し
た
の
で
は
上
に
先
生
が
い
て
下
の
生
徒
が
あ
る
。
そ
の
間

に
い
わ
ば
ノ
ー
ト
と
紙
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
馬
の
手
綱
に
な
ら
な

い
わ
け
で
す
ね
。

法
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
師
を
念
ず
る
こ
と
弟
子
を
念
ず

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
感
応
道
交
の
世
界
で
は
、
お
互
い
が
若
い

心
に
か
え
る
、
年
寄
ら
ん
と
曽
我
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
実

感
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
ノ
ー
ト
だ
け
の
世
界
で
は
血
が
通
う
こ
と

が
な
い
か
ら
、
師
匠
は
年
齢
を
重
る
ほ
ど
だ
ん
だ
ん
い
わ
ゆ
る
年

を
と
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
生
徒
の
方
も
ま
す
ま
す
疲
れ
る
だ
け
で

あ
る
、
と
こ
ろ
が
法
を
念
ず
る
世
界
で
は
師
は
弟
子
を
念
じ
弟
子

は
師
を
念
ず
る
、
若
い
血
が
通
い
合
う
か
ら
、
年
寄
ら
な
い
の
だ

つ
ま
り
疲
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
。

曽
我
先
生
の
講
演
旅
行
中
、
あ
る
学
生
が
朝
か
ら
晩
ま
で
つ
い

て
ま
わ
っ
た
。
議
論
を
し
た
り
質
問
な
ん
か
し
た
り
し
て
。
日
本

海
側
の
方
か
ら
京
都
の
方
に
横
断
し
て
帰
っ
て
き
た
と
き
の
途
中

だ
っ
か
な
、
京
都
の
宿
に
つ
い
て
風
呂
に
入
っ
て
も
ら
お
う
と
し

た
が
、
ま
だ
二
人
は
そ
の
話
を
続
け
て
や
っ
て
お
ら
れ
た
。
学
生



が
放
さ
な
い
先
生
も
熱
心
に
話
し
続
け
る
。
お
付
き
の
方
が
見
る

に
見
か
ね
て
、
も
う
い
い
加
減
に
や
め
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
、

先
生
は
お
疲
れ
で
し
ょ
う
か
ら
と
、
そ
れ
と
な
し
に
風
呂
に
入
っ

て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
と
こ
ろ
が
「
い
や
、
疲
れ
は
せ
ぬ
、

疲
れ
る
の
は
神
経
だ
け
で
、
私
は
疲
れ
は
せ
ぬ
」
と
こ
う
言
わ
れ

た
。
こ
こ
で
去
年
あ
た
り
も
こ
の
話
は
で
た
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど

そ
の
意
味
は
も
う
一
つ
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
頃
、

こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
な
。

と
っ
た
手
綱
に
血
が
通
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
地
に
人
間
が

立
っ
て
い
て
馬
も
そ
こ
に
い
る
。
人
と
馬
の
間
に
血
が
通
う
こ
の

血
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
大
地
の
根
源
的
な
い
の

ち
か
ら
来
て
い
る
。
考
え
て
み
る
と
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。
野
菜

に
し
ろ
海
の
魚
に
し
ろ
み
な
、
空
気
は
も
と
よ
り
、
そ
の
い
の
ち

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
い
の
ち
は
大
地
の
根
源
的
な
い

の
ち
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
の
ち
が
た
ま
た
ま
人

間
の
身
体
の
中
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
通
っ
て
、
馬
の
中
を
通
っ

て
、
そ
れ
で
い
ま
た
ま
た
ま
こ
の
手
綱
を
持
ち
あ
っ
た
と
こ
ろ
に

通
っ
た
の
で
あ
る
。
人
の
い
の
ち
は
五
十
年
か
八
十
年
か
の
形
に

す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
五
十
年
八
十
年
の
形
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
い
の
ち
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
大
地
に
あ
る
い

の
ち
は
相
変
わ
ら
ず
朝
昼
動
い
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
始
め
も
な
い
終
わ
り
も
な
い
無
始
無
終
の
根
源
の
い
の
ち
の

上
に
、
た
ま
た
ま
身
体
が
の
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
い

の
ち
そ
の
も
の
は
疲
れ
る
こ
と
は
な
い
。
曽
我
先
生
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
ど
う

だ
ろ
う
か
。

い
の
ち
は
疲
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
、
疲
れ
る
と
い
う
の
は

神
経
の
話
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
人
間
に
は
神
経
の
形
が
あ
る
も
の

だ
か
ら
、
こ
の
神
経
だ
け
が
形
の
都
合
上
疲
れ
る
と
い
う
一
つ
の

現
象
を
生
ず
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
の
ち
の
本
体
そ
の
も
の
は
全

然
疲
れ
る
こ
と
は
な
い
。
朝
か
ら
晩
ま
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
も

そ
れ
が
い
の
ち
な
の
だ
。
い
の
ち
自
身
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
い
の
ち
そ
の
も
の
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
だ
。
朝
か
ら

晩
ま
で
と
い
う
の
は
人
間
の
立
場
か
ら
見
る
だ
け
の
こ
と
で
、
い

の
ち
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
、
始
め
も
な
け
れ
ば
終
わ
り
も
な
い

永
遠
の
い
の
ち
な
の
で
あ
る
。
流
れ
て
い
る
い
の
ち
な
の
で
あ
る
、

だ
か
ら
疲
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
だ
と
思
う

の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
。

皆
さ
ん
は
若
く
身
体
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ら
、
外
と
身
体

と
は
別
の
も
の
の
よ
う
に
思
っ
て
歩
い
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
年

を
と
っ
て
く
る
と
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
外
と
身
体
と
の
区
別
が
も
う

な
い
。
こ
ち
ら
が
弱
っ
て
く
る
か
ら
だ
ろ
う
。
お
れ
が
動
い
て
い



る
の
だ
か
空
気
が
動
い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
風
が
吹
い
て

く
る
と
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
よ
り
も
、
こ
っ
ち
も

一
緒
に
風
に
な
っ
て
、
風
と
一
緒
に
動
い
て
い
る
、
そ
ん
な
気
に

な
っ
て
い
る
。
別
の
よ
う
な
感
じ
が
し
な
く
な
る
。
そ
れ
で
ほ
っ

と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
僕
の
中
を
い
の
ち
が
通
っ
て
い
る
だ
け

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
俺
は
ち
ょ
っ
と
い
の
ち
に
腰
掛
け
て
い
る
。

だ
か
ら
僕
が
ど
ん
な
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
も
、
い
の
ち
が
勝
手

に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
れ
は
疲
れ
は
せ
ん
。
疲
れ
る

と
す
れ
ば
、
い
の
ち
と
身
体
の
接
触
点
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
神
経
、

神
経
が
疲
れ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
「
わ
し
は

疲
れ
は
せ
ん
よ
」
と
曽
我
先
生
は
こ
う
い
わ
れ
た
と
い
う
。

ど
う
で
す
か
疲
れ
な
い
と
い
う
説
明
は
。
い
ち
お
う
そ
れ
で
わ

か
る
の
で
は
な
い
か
な
。
曽
我
先
生
が
実
際
に
は
ど
ん
な
お
気
持

で
言
わ
れ
た
の
か
は
知
れ
な
い
の
だ
が
。

曽
我
先
生
の
本
を
ち
ょ
っ
と
し
か
読
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、
た

ま
た
ま
疲
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
他
で
も
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

が
出
て
い
ま
し
た
ね
。
こ
の
「
と
っ
た
手
綱
に
血
が
通
う
」
、
こ
れ

も
ど
っ
か
に
書
い
て
あ
っ
た
な
そ
う
い
え
ば
。
今
度
広
瀬
先
生
が

来
て
言
わ
れ
て
ハ
ッ
と
思
っ
た
。

五
、
親
鸞
聖
人
の
一
生
は

念
仏
と
宿
業
と
の
手
綱
の
つ
な
ぎ
で
あ
る

今
日
の
と
こ
ろ
は
、
題
八
講
「
六
、
念
仏
即
生
活
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
し
た
ね
。

「
念
仏
し
て
」
と
い
う
の
が
聖
人
の
全
生
涯
で
あ
っ
た
、
こ
れ

以
外
は
何
も
な
か
っ
た
、
と
曽
我
先
生
は
言
う
。
つ
ま
り
念
仏
は

即
憶
念
、
声
を
出
す
だ
け
が
念
仏
で
は
な
い
の
で
、
憶
念
も
念
仏

で
あ
る
。
仏
を
思
う
、
行
住
坐
臥
、
法
然
上
人
と
・
・
・
・
・
ご

一
緒
だ
と
。

「
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の

お
ほ
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り

。
」
そ

れ
だ
け
だ
。
寝
て
も
覚
め
て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
こ
ろ

に
法
然
上
人
が
お
ら
れ
る
。
よ
き
人
を
離
れ
な
い
、
念
仏
を
称
え

る
た
び
に
よ
き
人
は
そ
こ
に
お
ら
れ
離
れ
な
い
。

何
か
甘
っ
た
れ
た
様
子
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
の
中
に
親

鸞
聖
人
自
身
の
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
、
善
悪
は
宿

業
と
知
ら
さ
れ
る
。

知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
知
ら
さ
れ
て
知
る
と
こ
ろ
に
、
悪
は
自
然
法
爾

に
自
然
に
善
に
な
り
、
有
漏
の
善
は
転
じ
て
無
漏
の
善
に
な
る
。



つ
ま
り
現
実
の
善
は
無
為
の
自
然
の
法
の
善
に
な
る
。

そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
一
生
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
念
仏
と
宿
業

と
の
手
綱
の
つ
な
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
念
仏
し
て
・
・
・
」
と

い
う
こ
と
だ
と
、
曽
我
先
生
は
非
常
に
そ
こ
に
力
こ
ぶ
を
入
れ
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

も
う
一
つ
だ
け
先
に
進
み
ま
し
ょ
う
か
。

六
、
「
た
だ
念
仏
」
の
一
行
一
心
は

仏
教
の
旗
印
で
あ
る

第
九
講
「
一
、
表
現
の
単
純
性
」

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

ひ
ら
す
べ
し
と

た
だ
称
え
る
、
「
唯
称
弥
陀
」
で
あ
る
。
一
心
一
向
、
一
向
専

修
。
つ
ま
り
、
機
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
一
心
に
念
仏
。

こ
の
「
た
だ
念
仏
し
て
・
・
・
・
」
と
言
う
言
葉
は
、
た
ぶ
ん

あ
の
鎌
倉
時
代
の
時
代
思
想
に
応
じ
て
の
言
葉
で
は
な
い
か
と
思

う
の
だ
と
曽
我
先
生
は
断
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
鎌
倉

時
代
の
聖
道
門
に
は
題
目
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
う
い
え
ば
日

蓮
上
人
の
お
題
目
は
、
親
鸞
聖
人
よ
り
も
後
か
ら
で
し
た
ね
。
題

目
が
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
仏
教
の
旗
印
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。

仏
教
仏
教
と
あ
る
意
味
で
非
常
に
盛
ん
だ
っ
た
聖
道
門
、
い
ろ

い
ろ
な
宗
旨
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
誰
が
聞
い
て
も
す
ぐ
わ
か
る
、

あ
あ
そ
う
か
と
思
う
よ
う
な
、
簡
単
明
瞭
な
題
目
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
裏
で
は
考
え
て
の
、
一
つ
は
っ
き
り
し
た
こ
れ
以
上
簡
単

な
も
の
の
な
い
よ
う
な
単
刀
直
入
の
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う

言
葉
を
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
こ
う
い
う
よ
う
に

曽
我
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

そ
れ
が
法
然
上
人
の
選
択
本
願
で
あ
る
。
難
し
い
聖
道
の
理
論

と
か
修
行
だ
と
か
観
念
だ
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
や
か
ま
し
く
掲

げ
る
の
で
は
な
し
に
、
た
だ
念
仏
そ
れ
だ
け
で
い
い
。
そ
の
選
択

本
願
の
信
心
の
本
に
す
る
信
心
為
本
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
。
一
行
一

心
。
た
だ
念
仏
と
い
う
一
行
一
心
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
が

現
在
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
も
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
結
果
が
明
治
以
来
、『
歎
異
抄
』
と
い
う
一
つ
の
本

に
こ
れ
ほ
ど
注
釈
本
や
解
釈
本
が
出
た
も
の
が
な
い
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
賑
や
か
に
な
っ
た
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』
が

掲
げ
て
い
る
の
は
「
た
だ
念
仏
）
。
非
常
に
複
雑
な
西
洋
思
想
が
入

っ
て
き
て
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
明
治
の
日
本
の
思
想
界
に
「
た
だ

念
仏
」
こ
れ
だ
け
を
掲
げ
た
。
そ
れ
が
つ
ま
り
時
代
に
応
じ
た
も

の
で
は
な
い
か
と
、
曽
我
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
。



さ
て
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
に
し
て
も
、

終
戦
後
の
現
在
と
し
て
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
か
さ
れ

る
べ
き
も
の
か
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う

か
。そ

の
次
は
お
手
元
に
お
渡
し
し
た
プ
リ
ン
ト
を
読
ま
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。


