
『
前
序
』
に
つ
い
て

二

昭
和
五
十
四
年
六
月
九
日

盛
岡
市
・
県
民
会
館
和
室

一

は
じ
め
に

は
じ
め
に
、
大
阪
・
堺
の
妙
好
人

物
種
吉
兵
衛
さ
ん
。
明
治

に
な
っ
て
も
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
言
葉
に
、

聞
け
ば
分
か
る

知
れ
ば
知
れ
る

聞
こ
え
た
は

こ
っ
ち

知
れ
た
は

こ
っ
ち

こ
っ
ち
に
は

用
は
な
い

聞
こ
え
た

こ
ち
ら
は

お
さ
ら
ば
と
捨
て
る
方
や

用
と
い
う
の
は

“
わ
れ
や
、

わ
れ
や
”
と

む
こ
う
か
ら

名
乗
っ
て
下
さ
る

（
「
在
家
仏
教
」
昭
和
五
十
四
年
・
六
月
号

よ
り
）

大
阪
・
堺
の
人
で
す
か
ら
大
阪
弁
。
い
か
に
も
大
阪
人
ら
し
い
、

角
の
立
っ
て
い
な
い
。
特
に
上
品
に
言
お
う
な
ど
と
い
う
気
構
え

が
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
必
要
な
こ
ち
ら
の
気
持
ち
そ
の
も
の
を

直
接
言
葉
よ
り
先
に
、
パ
ー
ッ
と
一
つ
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
大
阪
独
特
の
、
や
は
り
商
売
か
ら
、
商
人
か
ら
先
に
発
達
し

た
の
で
し
ょ
う
ね
、
大
阪
弁
と
い
う
の
は
。

毎
日
出
会
っ
て
も
「
お
は
よ
う
」「
今
日
は
」
な
ん
て
言
わ
な
い

ん
で
、
今
は
ど
う
だ
か
分
か
ら
な
い
が
、
昔
は
そ
う
だ
っ
た
。「
も

う
か
り
ま
っ
か
」
と
や
る
。
街
で
、
近
所
同
士
、
商
売
人
同
士
が

出
会
っ
て
も
。「
も
う
か
り
ま
っ
か
」
と
、
通
り
す
が
り
に
。
そ
れ

は
「
今
日
は
」
と
い
う
挨
拶
の
代
わ
り
に
。

そ
う
す
る
と
返
事
は
、
「
あ
き
ま
へ
ん
」
と
や
る
。
と
こ
ろ
が
、

お
互
い
に
す
れ
ち
が
っ
て
、
目
を
ホ
ッ
ト
交
わ
し
て
「
も
う
か
り

ま
っ
か
」
「
あ
き
ま
へ
ん
」
と
言
っ
て
行
く
物
腰
の
う
ち
に
、
「
は

は
あ
、
む
こ
う
は
こ
の
頃
少
し
調
子
が
い
い
な
」
と
か
、「
な
に
か

う
ま
く
や
っ
て
い
る
な
」
、
「
ち
ょ
っ
と
少
し
落
ち
目
に
な
っ
て
い

る
な
」
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
お
互
い
に
感

に
な
っ
て
い
る

な
」
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
お
互
い
に
感

じ
あ
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。
そ
う
い
う
大
阪
弁
と
い
う
の
が
こ

あ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
う
い
う
大
阪
弁
と
い
う
の
が
こ

の
裏
に
あ
る
、
と
私
ら
に
も
思

う
。

「
聞
こ
え
た
は

こ
っ
ち

知
れ
た
は

こ
っ
ち
」
な
ど
と
い
う
と
、

な
ん
と
も
味
の
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
こ
っ
ち
に
は
用
は
な
い
」
。

こ
う
い
う
宗
教
の
話
は
他
の
話
と
違
う
。
、
他
の
話
は
こ
れ
じ
ゃ
あ

困
る
ん
で
、
聞
い
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
持
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。
聞
こ
え
た
ら
、
そ
れ
を
失
は
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
身
体
に

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ど
、
宗
教
の
話
だ
け
は
全
然
違
う
。
そ
れ
は
「
聞
け
ば
分

か
る
」
、
本
を
読
ん
で
「
知
れ
ば
知
れ
る
」
。
そ
の
、「
聞
こ
え
る
」
、

「
分
か
っ
た
」
、
と
か
「
知
れ
た
」
、
と
い
う
こ
と
は
世
間
で
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
「
聞
こ
え
た
」
と
か
、「
知
れ

た
」
と
か
、
「
分
か
っ
た
」
と
か
、
「
安
心
し
た
」
と
か
、
そ
う
い

う
世
間
全
体
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の

が
宗
教
の
問
題
な
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
船
の
中
に
乗
っ
て
い
て
、

航
路
は
安
全
で
あ
る
と
か
、
安
全
で
な
い
と
か
、
天
気
は
ど
う
だ

と
か
、
こ
う
だ
と
か
を
、

安
全
で
な
い
と
か
、
天
気
は
ど
う
だ
と

か
、
こ
う
だ
と
か
を
、

ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
言
っ
て
い
る
よ
う
だ

け
れ
ど
、
そ
う
言
っ
て
い
る
船
ぐ
る
み
、
い
ま
底
に
穴
が
あ
い
て

ゴ
ボ
ッ
ゴ
ボ
ッ
と
水
が
入
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
と
き
に
、
気
象

関
係
が
ど
う
だ
と
か
、
波
の
都
合
が
ど
う
だ
と
か
、
い
く
ら
知
っ

て
い
て
も
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
。
知
っ
て
る
そ
の
ま
ま
一
緒

に
ド
ボ
ド
ボ
と
沈
ん
で
し
ま
う
の
で
す
か
ら
。
そ
こ
を
言
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

「
こ
っ
ち
に
は
用
は
な
い
」
。
宗
教
の
話
は
「
こ
っ
ち
に
は
用
が

な
い
」
。「
聞
こ
え
た
」
と
か
、「
分
か
っ
た
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

用
が
な
い
。「
聞
こ
え
た
こ
ち
ら
は
、
お
さ
ら
ば
と
捨
て
る
方
や
」
。

聞
い
た
ら
、
聞
い
た
ま
ま
で
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。
知
っ
た
ら
知

っ
た
ま
ま
で
、
あ
あ
そ
う
か
と
思
っ
た
ら
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
っ

て
、
あ
と
何
も
用
が
な
い
。

「
用
と
い
う
の
は
」
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
日
本
語
と
し

て
私
に
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、「
用

と
い
う
の
は
、
わ
れ
や
、
わ
れ
や
と
む
こ
う
か
ら
、
名
乗
っ
て
下

さ
る
」
。
こ
の
用
は
、
「
聞
こ
え
た
」
と
い
う
こ
っ
ち
に
は
用
は
な

い
。
こ
っ
ち
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
何
か
用
事
が
あ
っ

て
付
い
て
い
る
そ
の
こ
っ
ち
自
身
は
な
に
も
必
要
が
な
い
。
必
要

と
い
う
と
、
何
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
が
大
事
だ
と
い

う
こ
と
は
、「
む
こ
う
か
ら
名
乗
っ
て
下
さ
る
」
と
い
う
の
で
す
か

ら
、
む
こ
う
か
ら
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
下
さ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
教
え
て
下
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
や
文
句
で
教

え
て
下
さ
る
、「
お
前
の
用
件
は
こ
う
い
う
用
件
だ
」
と
こ
う
教
え

て
下
さ
る
、
今
日
の
本
文
の
ほ
う
で
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
い

う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
。
こ
う
い
う
用
事
が
あ
る
の
だ

と
、「
お
前
は
こ
う
い
う
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
用
事
が
お
前
に
は
あ
る
の
だ
ぞ
と
、
教
え
て
下
さ
る
。
一
応
は

そ
れ
で
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
。

こ
の
「
わ
れ
や
、
わ
れ
や
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
わ
れ
」
と

い
う
の
は
誰
を
指
す
の
で
あ
る
か
。
と
い
う
の
は
関
西
弁
で
は
相



手
の
こ
と
を
「
わ
れ
」
と
言
い
ま
す
ね
。「
わ
れ
が
、
そ
ん
な
こ
と

を
す
る
か
ら
悪
い
の
だ
」
と
。
僕
の
こ
と
を
自
分
で
「
お
れ
」
と

言
う
。
そ
れ
か
ら
親
が
子
供
に
対
し
て
、
田
舎
の
、
つ
ま
り
上
の

ほ
う
の
畏
ま
っ
た
言
葉
で
な
し
に
、
俗
な
言
葉
で
は
「
わ
れ
は
、

そ
ん
な
こ
と
し
て
は
駄
目
だ
ぞ
」
こ
の
「
わ
れ
、
わ
れ
」
と
い
う
。

こ
れ
に
漢
字
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
あ
る
の
だ
ろ
う
か

。

「
お
れ
」
に
対
し
て
「
わ
れ
」
と
言
う
。

そ
う
い
う
「
わ
れ
」
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。「
わ
れ
」
と
い

う
の
は
、
名
乗
っ
て
く
れ
る
人
自
身
が
「
わ
し
や
、
わ
し
や
」
と

名
乗
っ
て
下
さ
る
。
用
と
い
う
の
は
、「
わ
れ
や
、
わ
れ
や
、
と
む

こ
う
か
ら
名
乗
っ
て
下
さ
る
」
。
「
用
と
い
う
の
は
」
と
こ
う
言
っ

て
、
何
か
用
件
を
言
っ
て
く
れ
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
う
じ
ゃ

な
く
、
「
わ
れ
や
、
わ
れ
や
」
と
ご
本
尊
が
そ
こ
に
出
て
来
る
。
文

句
な
し
に
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
用
件
と
、
用
件
の
本
体
と
が
一
緒
に

な
っ
て
出
て
来
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、

こ
っ
ち
は
、
用
件
だ
け
な
ら
ば
そ
の
用
件
を
聞
い
て
、
そ
れ
な
ら

ば
そ
の
用
件
通
り
、
ど
う
す
べ
き
か
と
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
。
い
ま
船
が
沈
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
底
か

ら
水
が
ゴ
ボ
ゴ
ボ
船
の
中
に
入
っ
て
来
て
い
る
と
き
な
の
だ
か
ら
。

助
け
に
来
て
、「
お
前
、
じ
ゃ
あ
救
命
具
を
付
け
た
ら
い
い
」
と
か
、

「
お
前
ど
う
し
た
ら
い
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
方
法
を
教
え
て
く

れ
る
。
そ
れ
が
用
件
で
し
ょ
う
ね
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
そ
う
い
う
こ
と
が
同
時
に
、
ご
本
尊
が
そ
こ

へ
来
て
、「
そ
ら
、
す
が
り
つ
け
」
と
。
も
う
用
件
も
な
に
も
な
い
。

「
わ
れ
や
、
わ
れ
や
」
に
、
こ
ち
ら
が
そ
の
ま
ま
抱
き
着
い
て
し

ま
え
ば
そ
れ
で
い
い
。
船
が
沈
ん
で
行
く
が
、
抱
き
着
い
た
人
に
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ま
ま
救
わ
れ
て
行
く
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
こ
れ
は
一
番
宗
教
の
世
界

で
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

お
互
い
に
な
る
べ
く
勉
強
を
し
て
、
宗
教
の
物
知
り
に
な
ろ
う
と

い
う
気
持
ち
が
ど
う
も
我
々
に
は
一
生
抜
け
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。

第
一
こ
の
「
在
家
仏
教
」
と
い
う
雑
誌
を
読
ん
で
、
妙
好
人
の
話

を
こ
こ
に
書
く
こ
と
自
体
が
、
や
っ
ぱ
り
一
つ
の
物
知
り
に
な
る

こ
と
だ
と
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
話
を
覚
え
て
み

た
っ
て
仕
様
が
な
い
。
他
人
の
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。「
吉
兵
衛
さ

ん
に
は
こ
う
い
う
体
験
が
あ
っ
た
」
と
い
う
、
物
知
り
に
な
る
の

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
物
知
り
と
い
う
自
分
は
、
知
る
と
い
う

自
分
は
、「
聞
こ
え
た
ら
、
こ
ち
ら
は
、
お
さ
ら
ば
と
捨
て
る
ほ
う
」

な
の
で
あ
る
。

自
分
は
ど
う
せ
ゴ
ボ
ゴ
ボ
と
沈
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
沈
ん
で
行
く
者
が
ど
ん
な
こ
と



を
頭
の
中
に
覚
え
て
い
て
も
、
役
に
立
た
な
い
。

何
が
そ
れ
な
ら
最
後
の
問
題
か
と
い
う
と
、「
わ
れ
や
、
わ
れ
や
」

と
む
こ
う
か
ら
名
乗
っ
て
来
て
く
れ
る
そ
の
も
の
に
、
抱
き
着
い

て
し
ま
え
ば
い
い
。
そ
れ
を
「
摂
取
不
捨
」
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。
救
い
取
っ
て
捨
て
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
船
に
乗
っ
て
い
る
限
り
、
や
が
て
沈
む
船

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
船
は
沈
ん
で
も
、
自
分
の
生
命
そ
の
も
の
は

ズ
ー
ッ
と
溺
れ
な
い
で
続
い
て
行
く
。
救
わ
れ
た
ま
ま
で
行
く
こ

と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
「
現
生
」
で
、
あ
の
世
に
行
っ
て
か
ら
で

な
し
に
、
船
が
沈
む
と
き
に
救
わ
れ
る
の
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、

沈
む
船
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
せ
沈
む
船
な
の
だ
が
、
そ
の
船

に
乗
っ
た
ま
ま
で
、
し
か
も
ズ
ー
ッ
と
乗
っ
て
い
け
る
。

「
あ
の
世
に
行
っ
て
か
ら
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
現
生
」

こ
の
世
で
「
正
定
聚
」
、
間
違
い
な
く
こ
の
人
生
を
終
わ
っ
て
行
く

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
正
に
決
定
し
た
と
い
う
。
正
定
聚

と
は
、
そ
の
よ
う
に
「
正
し
く
決
定
し
た
人
、
仲
間
、
グ
ル
ー
プ
」

の
意
味
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
聞
い
た
、
聞
こ
え
た
、
知
っ
た
、
分
か
っ
た
、
こ
う

い
う
自
分
の
意
識
に
は
用
は
な
い
。
意
識
は
無
用
で
あ
る
。
勿
論

そ
の
よ
う
な
意
識
が
な
け
れ
ば
聞
こ
え
も
し
な
い
、
分
か
り
も
し

な
い
の
で
す
が
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
聞
く
こ
と
は
大
事
な
の
で

あ
る
。
聞
い
て
、
聞
い
て
、
一
生
聞
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
で
、
そ
の
限
り
、
そ
の
事
柄
そ
の
も
の
を
よ
く
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
本
当
に
合
点
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
大
事
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
聞
く
こ
と
は
大
事
だ
、
知
る

こ
と
も
大
事
な
の
だ
が
、
そ
の
知
っ
た
と
か
、
聞
い
た
と
か
い
う

こ
と
に
、
腰
を
降
ろ
す
の
が
よ
く
な
い
、
と
い
う
の
で
す
ね
。

む
し
ろ
、
こ
う
い
う
意
識
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
本
生
命

力
、
生
命
の
力
、
ま
た
は
生
命
の
働
き
こ
れ
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

こ
の
働
き
と
一
つ
に
な
る
こ
と
。

沈
む
船
に
乗
っ
て
い
る
そ
の
時
、
「
さ
あ
こ
こ
へ
来
い
」
と
、
む

こ
う
か
ら
体
を
持
っ
て
来
て
、
そ
の
体
に
ハ
ッ
と
飛
び
つ
い
て
し

ま
う
。
そ
う
い
う
根
本
生
命
力
、
働
き
に
一
つ
に
な
る
。
そ
れ
に

飛
び
つ
き
、
抱
き
着
い
て
し
ま
う
。
む
こ
う
か
ら
言
え
ば
、
す
っ

か
り
む
こ
う
が
抱
き
抱
え
て
く
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
大
事
な
の

で
あ
っ
て
、
抱
き
着
い
て
、「
い
や
俺
は
こ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
な
ど
と
言
っ
て
も
、

何
も
意
味
が
な
い
。
抱
き
抱
え
ら
れ
る
と
力
は
一
つ
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
も
う
一
人
、
こ
れ
も
有
名
な
妙
好
人
で
す
が
、
三
河

に
お
園
さ
ん
と
い
う
お
婆
さ
ん
が
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
方
も
明

治
以
降
ま
で
ズ
ー
ッ
と
生
き
て
お
ら
れ
た
人
で
す
ね
。
生
き
て
い



る
う
ち
か
ら
評
判
の
妙
好
人
で
、
ご
信
心
の
化
身
の
よ
う
な
人
で
、

み
な
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
人
で
す
が
。
死
ぬ
間
際
に
そ
の
枕
元
で
、

近
所
の
人
が
「
お
婆
さ
ん
一
生
い
ろ
い
ろ
法
の
こ
と
を
お
話
を
し

て
下
さ
っ
た
の
だ
が
、
今
こ
の
臨
終
に
臨
ん
で
の
、
あ
な
た
の
ご

領
解
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
た
い
。
あ
な
た
の
心
境
が
、
ど
の
よ
う

な
心
境
だ
か
そ
れ
を
ひ
と
つ
、
最
後
の
場
面
で
の
ご
心
境
で
、
な

に
か
分
か
っ
て
い
る
と
か
知
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え

て
も
ら
い
た
い
、
言
う
て
く
れ
」
、
と
こ
う
言
っ
た
。

聞
い
て
る
方
の
人
は
何
か
こ
こ
で
、
良
い
話
、「
こ
れ
は
、
こ
う

だ
ぞ
」
と
い
う
よ
う
な
話
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
何
か
の
知
識
を
、

聞
い
た
り
、
知
っ
た
り
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ

を
聞
い
て
自
分
の
た
め
に
し
よ
う
と
か
、
自
分
の
信
仰
の
力
に
し

よ
う
と
思
う
。
そ
の
気
持
ち
は
分
か
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
人

の
領
解
を
聞
こ
う
と
い
う
の
は
い
い
の
だ
が
、
な
に
か
そ
こ
に
聞

い
て
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
、
そ
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
ね
。

そ
し
た
ら
、
そ
の
お
園
さ
ん
は
「
わ
た
し
に
は
領
解
は
何
も
な

い
。
一
生
の
間
た
だ
無
駄
骨
を
折
っ
た
だ
け
じ
ゃ
わ
い
の
う
」
と

言
っ
た
そ
う
だ
。「
わ
た
し
に
は
領
解
は
何
も
な
い
。
分
か
っ
た
こ

と
は
何
も
な
い
。
一
生
の
間
た
だ
無
駄
骨
を
折
っ
た
だ
け
じ
ゃ
わ

い
の
う
」
と
、
こ
う
言
っ
た
と
い
う
。
も
う
む
こ
う
の
体
に
一
つ

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
分
か
る
と
か
、
分
か
ら
ぬ

と
か
、
今
更
知
識
だ
け
で
、
も
の
賢
そ
う
に
、「
信
仰
と
は
こ
う
い

う
も
の
だ
ぞ
」
な
ど
と
言
お
う
と
思
っ
て
も
何
も
な
い
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
を
何
と
か
信
仰
と
は
な
ん
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
知
ろ
う
と

思
っ
て
一
生
涯
無
駄
骨
を
折
っ
た
だ
け
じ
ゃ
わ
い
の
う
と
。
最
後

に
な
っ
て
も
、
何
も
そ
の
よ
う
な
も
の
は
出
て
来
な
い
。
何
も
な

い
。
わ
し
に
は
領
解
は
な
に
も
な
い
と
い
う
、
こ
れ
は
徹
底
し
た

言
葉
で
し
ょ
う
ね
。

一
番
、
領
解
の
、
も
の
の
分
か
っ
た
人
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
人

が
聞
い
て
み
た
。
何
も
な
い
と
い
う
。
わ
し
は
空
（
か
ら
）
だ
と

い
う
。
そ
の
空
の
身
体
が
そ
の
ま
ま
、
も
う
向
こ
う
に
抱
か
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
空
で
い
い
わ
け
で
あ
る
。
抱
か

れ
な
が
ら
、
こ
っ
ち
は
こ
っ
ち
の
物
を
持
つ
て
い
る
な
ど
と
い
う

必
要
は
な
い
。

た
だ
し
、
そ
こ
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
浅
ま
し
さ
と
言
い

ま
す
か
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
知
識
を
持
っ
て
い
る
者
の
、
意
識

を
持
っ
て
い
る
者
の
運
命
と
言
い
ま
す
か
、
無
駄
と
い
う
こ
と
が

分
か
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
ま
た
そ
の
一
生
無
駄
骨
を
折
り
な
が

ら
歩
い
て
行
く
。
一
生
無
駄
骨
を
折
り
続
け
な
が
ら
、
最
後
に
や

っ
ぱ
り
何
も
領
解
が
な
い
。
あ
る
い
は
領
解
が
な
か
っ
た
と
い
う

と
き
に
、
た
だ
無
駄
骨
を
折
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る



の
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
そ
こ
に
行
く
ま
で
は
、
そ
う
無
駄
骨
と
思
わ
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
だ
け
や
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
と
か
、
こ
れ

だ
け
自
分
は
努
力
精
進
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
ど

こ
ま
で
行
っ
て
も
残
る
。
残
る
け
れ
ど
も
所
詮
は
そ
う
い
う
こ
と

は
無
駄
骨
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
宗
教
の
領
解
等
と
い
う
の
は
何
も
な

い
。
そ
れ
を
知
ろ
う
と
か
、
分
か
ろ
う
と
か
、
と
い
う
こ
と
は
所

詮
は
無
駄
骨
で
あ
る
。

こ
れ
が
『
歎
異
抄
』
の
入
り
口
の
、『
歎
異
抄
』
に
入
る
と
い
う

こ
と
の
最
初
の
私
自
身
の
心
構
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
改

め
て
教
わ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
六
月
号
の
「
在
家
仏
教
」

を
読
ん
で
。
妙
好
人
の
本
は
ズ
ー
ッ
と
明
治
時
代
か
ら
、
早
く
か

ら
出
て
い
ま
す
が
、
徳
川
時
代
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な

、

こ
れ
は
。
だ
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
読
ん
で
お
り
な
が
ら
、
や
っ
ぱ
り
、

そ
こ
で
分
か
っ
た
と
か
分
か
ら
な
い
と
か
、
愚
痴
が
出
て
来
る
の

で
あ
っ
て
。

二

『
歎
異
抄
』
の
根
本
原
理

今
日
は
ま
だ
『
歎
異
抄
』
の
本
文
に
は
入
り
ま
せ
ん
が
、
前
提

と
し
て
の
曽
我
先
生
の
「
歎
異
抄
の
編
者
」
（
『
歎
異
抄
聴
記
』
の

第
一
講
）
に
つ
い
て
読
ま
せ
戴
き
ま
す
。

こ
れ
は
も
う
一
般
に
よ
く
言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、
唯
円
と
い
う
お
弟
子
さ
ん
の
著
書
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
い

ま
一
応
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
だ
け
ど
も
大
正
頃
に
出
た

『
歎
異
抄
』
の
本
な
ど
に
は
、
如
信
上
人
の
著
だ
と
書
い
て
あ
る

本
も
あ
り
ま
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
子
供
さ
ん
が
善
鸞
さ
ん
、
そ
の

子
供
さ
ん
が
如
信
さ
ん
。
善
鸞
さ
ん
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
長
男

だ
け
れ
ど
も
勘
当
さ
れ
た
、
異
端
の
た
め
に
。
親
鸞
聖
人
の
晩
年

に
勘
当
さ
れ
た
。
痛
ま
し
い
話
で
す
ね
。
如
信
上
人
は
お
孫
さ
ん

で
あ
る
。
お
孫
さ
ん
が
書
い
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
説
も
あ
っ
て
、

出
版
さ
れ
て
い
る
本
の
中
に
は
、
現
在
ま
だ
、
大
正
頃
に
出
版
さ

れ
た
本
で
は
如
信
さ
ん
だ
と
書
い
て
あ
る
本
も
あ
り
ま
す
ね
。
け

れ
ど
現
在
は
も
う
そ
う
で
な
し
に
、
親
鸞
聖
人
の
直
接
の
お
弟
子

の
唯
円
さ
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
本
願
寺
の
伝
統
で
言
う
と
親
鸞

聖
人
が
第
一
代
の
祖
師
、
如
信
上
人
が
第
二
目
代
の
師
、
親
鸞
聖

人
の
子
供
さ
ん
の
善
鸞
さ
ん
と
腹
違
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ

に
娘
さ
ん
が
あ
っ
て
、
そ
の
娘
さ
ん
の
子
供
が
覚
如
上
人
、
こ
れ

が
三
代
目
に
な
っ
て
い
る
。
や
や
っ
こ
し
い
関
係
で
す
ね
。

そ
う
し
て
八
代
目
に
蓮
如
上
人
が
、
こ
れ
が
本
願
寺
の
「
中
興

の
祖
」
で
、
信
長
と
戦
争
を
し
て
、
石
山
の
焼
打
ち
か
な
に
か
、

そ
れ
か
ら
あ
あ
い
う
北
陸
の
、
越
前
の
一
向
宗
一
揆
な
ど
の
と
き



に
関
係
し
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
十
二
代
で
し
た
か
、
教
如
さ

ん
い
う
人
が
あ
っ
て
、
准
如
さ
ん
が
弟
で
あ
る
。
こ
れ
が
ち
ょ
う

ど
徳
川
家
康
の
時
代
だ
っ
た
。
徳
川
家
康
の
命
令
に
よ
っ
て
教
如

さ
ん
が
東
本
願
寺
を
造
っ
た
。
現
在
の
地
に
。

そ
こ
で
そ
れ
ま
で
の
前
か
ら
あ
っ
た
お
寺
を
西
本
願
寺
と
い
う
。

こ
こ
で
東
、
西
本
願
寺
が
分
か
れ
る
。
だ
か
ら
本
願
寺
の
系
統
は

十
一
代
ま
で
は
、
ズ
ー
ッ
と
一
本
調
子
で
来
て
十
二
代
目
の
と
き

か
ら
、
西
本
願
寺
の
十
二
代
、
東
本
願
寺
の
十
二
代
つ
ま
り
本
願

寺
の
系
統
は
二
人
づ
つ
出
て
来
た
わ
け
で
す
。
十
三
代
も
。
現
在

は
、
い
ろ
い
ろ
新
聞
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
方
は
二
十
代
位
な
の

で
し
ょ
う
か
ね
。
だ
か
ら
、
い
ま
は
西
本
願
寺
の
十
何
代
、
東
本

願
寺
の
十
何
代
と
二
つ
あ
る
。

何
故
、
い
ま
こ
ん
な
こ
と
ま
で
持
ち
出
し
て
来
た
か
と
い
う
と
、

僕
の
友
人
か
ら
東
、
西
両
本
願
寺
が
い
ろ
い
ろ
問
題
を
起
こ
し
て

い
る
が
、
親
鸞
聖
人
の
血
統
は
ズ
ー
ッ
と
続
い
て
い
る
の
か
ど
う

か
、
そ
ん
な
よ
う
な
話
が
出
た
つ
い
で
に
、
そ
れ
な
ら
ば
と
調
べ

て
み
た
の
で
す
が
。

そ
れ
以
来
東
本
願
寺
の
ほ
う
は
徳
川
幕
府
の
バ
ッ
ク
に
支
え
ら

れ
て
、
か
え
っ
て
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

細
か
い
話
だ
け
れ
ど
も
、
面
積
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
三
万
い
く
ら

で
、
こ
ち
ら
は
二
万
い
く
ら
で
、
東
の
方
が
小
さ
い
。
僕
は
東
の

ほ
う
が
大
き
い
か
と
思
っ
た
ら
、
あ
の
屋
敷
は
西
の
ほ
う
が
大
き

い
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
現
勢
力
、
俗
世
に
お
け
る
勢

力
は
東
本
願
寺
の
ほ
う
が
信
者
で
も
多
い
。
そ
れ
は
徳
川
幕
府
が

御
用
宗
教
に
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。
そ
し
て
、
近
ご
ろ
の
問
題
は
、

内
容
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
果
し
て
あ
れ
が
真
の
意
味
の
ご
先
祖

の
親
鸞
聖
人
の
お
心
に
適
う
か
ど
う
か
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
い
は

し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
異
端
で
あ
る
か
、
ど
う
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
だ
と
思
う
。

こ
の
『
歎
異
抄
』
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
の
お
ら
れ
た
そ
の

時
点
に
お
け
る
信
仰
の
異
端
を
問
題
に
し
た
本
な
の
で
す
ね
。
そ

の
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
異
端
の
問
題
は
ズ
ー
ッ
と
『
歎
異
抄
』

が
出
た
と
き
だ
け
で
は
な
し
に
、
親
鸞
聖
人
の
お
ら
れ
る
と
き
か

ら
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
問
題
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。

と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
そ
れ
な
ら
ば
現
段
階
に
お
い
て
、
親

鸞
聖
人
の
ご
本
心
に
帰
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
な
に
を
、
そ
れ
な

ら
ば
根
本
原
理
と
し
て
、
異
端
を
異
端
と
し
て
批
判
す
る
原
理
を

ど
こ
に
求
め
た
ら
い
い
か
と
言
う
と
、
曽
我
先
生
等
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
し
か
な
い
と
。『
歎
異
抄
』
は
そ
の
根
本
原
理

を
教
え
て
く
れ
る
本
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
『
歎
異
抄
』
の
中
の
根
本
原
理
と
は
な
に

か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
先
に
申
し
ま
し
た
「
現
生
正
定
聚
」
と
い



う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
程
も
申
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、

こ
の
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
問
題
は
、
親
鸞
聖
人
の
一
番
大
き

な
大
事
な
著
書
『
教
行
信
証
」
、
そ
の
他
お
手
紙
で
あ
る
と
か
、
書

か
れ
た
物
等
、
そ
れ
に
は
も
う
ひ
と
つ
は
っ
き
り
出
て
い
な
い
。

こ
う
い
う
意
味
の
こ
と
は
勿
論
繰
り
返
し
巻
き
返
し
言
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
っ
き
り

分
か
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
書
か
れ
た
も
の
、
教
え
て
く
れ
て
い

る
も
の
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る

の
は
『
歎
異
抄
』
だ
け
だ
と
、
曽
我
先
生
は
こ
う
断
言
し
て
お
ら

れ
ま
す
。

そ
の
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
問
題
が
『
歎
異
抄
』
全
体
を
通

し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
分
か
る
よ
う
に
出
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

特
に
そ
れ
を
端
的
に
言
葉
に
表
し
た
も
の
は
、
第
一
章
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
。

こ
の
話
が
出
た
か
ら
申
し
ま
す
が
池
山
先
生
の
『
歎
異
抄
』
の

独
訳
の
本
が
あ
り
ま
す
ね
。
池
山
栄
吉
先
生
、
初
め
は
岡
山
の
高

等
学
校
の
先
生
で
し
た
が
、
そ
の
後
大
谷
大
学
に
勤
め
ら
れ
た
。

そ
の
本
の
序
文
に
、「
本
願
寺
の
法
主
光
演
」
と
あ
る
、
こ
れ
は
分

か
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
「
Ｓ
・
Ｈ
」
法
主
光
演
と
こ
う
書
い
て

あ
る
の
で
す
。
こ
の
「
Ｓ
・
Ｈ
」
と
い
う
の
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

序
文
だ
か
ら
本
文
で
な
い
で
す
か
ら
池
山
さ
ん
自
身
の
序
文
だ
か

ら
。
と
い
う
の
は
池
山
さ
ん
は
『
歎
異
抄
』
で
救
わ
れ
た
人
な
の

で
、
わ
た
し
は
直
接
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
わ
た

し
の
学
生
時
代
に
ま
だ
そ
の
こ
ろ
大
谷
大
学
に
お
ら
れ
た
方
の
よ

う
で
し
た
。

岡
山
の
学
生
の
話
を
聞
く
と
、
四
、
六
時
中
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、

南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
お
ら
れ
て
、
口
か
ら
念
仏
が
絶
え
な

か
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
四
、
六
時
中
口
か
ら
念
仏
を
と
な
え
ら

れ
て
お
ら
れ
た
。
念
仏
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
仏
を
念
ず
る
、
仏

を
観
念
す
る
、
つ
ま
り
坐
禅
し
て
頭
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
仏
の
相

を
ズ
ー
ッ
と
念
ず
る
、
そ
こ
に
精
神
を
集
中
す
る
、
と
い
う
こ
と

が
本
来
ら
し
い
。
必
ず
し
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
声
に
出
す
の

で
な
し
に
。
大
き
な
仏
さ
ま
、
小
さ
い
仏
さ
ま
い
ろ
い
ろ
の
菩
薩

な
ど
の
お
姿
を
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
そ
れ
に
思
い
を
凝

ら
す
こ
と
ら
し
い
。
そ
れ
を
法
然
上
人
に
至
っ
て
声
に
出
す
の
だ
、

と
。
ま
あ
善
導
大
師
か
ら
で
す
が
、
声
に
出
す
の
だ
と
。
称
名
で

す
ね
。

そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
最
後
に
行
き
着
い
た
姿
で
あ
り
、
同
時
に

二
千
年
の
仏
教
の
歴
史
の
、
現
代
の
そ
の
最
先
端
の
仏
教
の
生
き

た
姿
が
口
に
出
す
念
仏
で
あ
る
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀

仏
」
称
名
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
字
ど
お
り
池
山

先
生
が
や
っ
て
お
ら
れ
る
。
現
在
、
仏
教
の
中
に
、
文
字
ど
お
り



「
称
名
念
仏
」
を
は
っ
き
り
称
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

け
っ
し
て
こ
れ
は
昔
の
話
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
池
山
さ

ん
個
人
だ
け
の
特
殊
な
話
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら

く
我
々
に
と
っ
て
も
、
我
々
の
生
活
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
、
現

実
の
生
活
を
象
徴
す
る
最
後
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
ま

あ
そ
う
い
う
池
山
先
生
で
し
た
。

池
山
先
生
は
『
歎
異
抄
』
を
独
訳
さ
れ
た
そ
う
で
す
、
あ
の
高

等
学
校
の
独
語
の
先
生
の
力
を
借
り
て
。
独
訳
を
し
た
け
れ
ど
も
、

十
年
程
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
い
た
、
机
の
中
に
し
ま
っ
て
お
い
て

置
い
た
。
奥
さ
ん
も
『
歎
異
抄
』
に
非
常
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
た

が
、
そ
し
た
ら
あ
る
時
、
ど
う
も
体
の
調
子
が
悪
い
と
い
う
の
で
、

お
か
し
い
な
あ
と
い
う
の
で
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
ら
、
途
端
に

も
う
癌
だ
と
。
奥
さ
ん
で
す
よ
。
胃
癌
で
あ
る
。
あ
と
数
カ
月
間

し
か
見
込
み
が
な
い
、
と
こ
う
言
わ
れ
た
。
び
っ
く
り
さ
れ
た
が
、

も
う
入
院
し
て
も
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
自
分
の
家

で
ズ
ー
ッ
と
最
後
ま
で
寝
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
庭
の

つ
つ
じ
や
紅
葉
な
ど
が
燃
え
る
よ
う
な
色
で
、
真
っ
赤
に
な
っ
て

い
る
の
を
眺
め
て
息
を
引
き
取
ら
れ
た
。
そ
の
息
を
引
き
取
る
前

日
位
に
、
本
願
寺
の
法
主
光
演
さ
ん
か
ら
「
法
名
」
を
送
っ
て
来

た
。
今
の
東
本
願
寺
の
お
父
さ
ん
で
な
か
っ
た
か
な
。
そ
の
法
名

を
送
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
奥
さ
ん
は
そ
れ
を
非
常
に
喜
ん
で

そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
こ
う
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
そ
の
息
を
引
き
取
る
と
き
に
、
も
う
駄
目
だ
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
た
と
き
に
、
先
生
が
「
共
に
い
ま
ま
で
力
付
け
て
来

て
も
ら
っ
た
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
を
是
非
出
版
す
る
。
あ
な
た
が

亡
く
な
っ
た
後
で
出
版
し
て
お
墓
に
供
え
る
か
ら
」
と
約
束
し
た
。

そ
れ
を
奥
さ
ん
が
聞
い
て
、
非
常
に
喜
ん
で
、
そ
の
「
法
名
」
と

『
歎
異
抄
』
の
独
訳
の
約
束
と
を
非
常
に
喜
ん
で
息
を
引
き
取
ら

れ
た
。
こ
う
い
う
悲
痛
な
序
文
が
付
い
て
あ
り
ま
し
た
で
す
ね
。

そ
の
法
主
光
演
の
前
に
「
Ｓ
・
Ｈ
」
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ

れ
分
か
っ
て
も
、
分
か
ら
ぬ
で
も
い
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
や
は

り
気
に
か
か
り
ま
し
て
ね
。
友
人
の
竜
谷
大
学
を
出
た
坊
さ
ん
の

人
に
聞
い
て
み
た
ら
、
そ
の
人
も
い
ろ
い
ろ
考
て
く
れ
た
あ
げ
く

「
そ
れ
は
、『
真
宗
本
願
寺
法
主
・
光
演
』
と
こ
う
い
う
意
味
だ
ろ

う
」
と
言
う
の
で
す
。
真
宗
本
願
寺
は
西
本
願
寺
。
そ
れ
な
ら
ば

東
本
願
寺
は
と
い
う
と
大
谷
派
本
願
寺
。
こ
れ
は
現
在
そ
う
な
っ

て
い
ま
す
ね
。
竜
谷
大
学
の
ほ
う
は
、
真
宗
本
願
寺
で
あ
る
。
こ

ち
ら
は
大
谷
派
本
願
寺
。
前
の
ほ
う
が
「
Ｓ
・
Ｈ
」
で
あ
り
、
後

者
が
「
Ｏ
・
Ｈ
」
で
あ
る
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
う
だ
ろ
う
と
、

こ
う
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
が
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い

と
思
い
ま
す
ね
。

そ
こ
で
何
故
そ
れ
な
ら
、
本
願
寺
が
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
な
っ



た
か
と
い
う
問
題
が
出
て
来
て
、
先
に
申
し
た
よ
う
な
こ
と
を
申

し
た
の
で
す
。
大
分
余
談
に
入
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

つ
ま
り
、『
歎
異
抄
』
の
問
題
で
あ
る
「
異
端
」
と
い
う
問
題
は
、

決
し
て
歴
史
的
な
昔
の
物
語
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
在
わ
れ

わ
れ
に
直
面
し
て
い
る
問
題
だ
と
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
自
身
が
ど

う
い
う
よ
う
に
、
新
し
く
、
他
人
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
自
分

の
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
異
端
の
問
題
を
ど
う
い
う
よ
う

に
、
正
し
く
問
い
直
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
。
そ
れ

が
『
歎
異
抄
』
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
『
歎
異
抄
』
を
読
ま
せ
て

も
ら
う
わ
れ
わ
れ
の
問
題
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
曽
我
先
生
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
余
談
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
。そ

こ
に
「
唯
円
房
だ
」
と
い
う
こ
と
を
唱
え
た
人
は
、
三
河
の

了
祥
と
い
う
人
で
す
ね
。
一
般
に
は
「
如
信
上
人
」
と
い
う
説
も

あ
っ
た
。
た
だ
し
現
在
は
唯
円
房
と
い
う
こ
と
に
一
応
な
っ
て
い

る
。

三

蓮
如
上
人
の
「
奥
書
」

蓮
如
上
人
の
奥
書
。『
歎
異
抄
』
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
を
見
て

戴
き
ま
す
が
、
岩
波
文
庫
の
八
十
ペ
ー
ジ
。

「
右
こ
の
聖
教
は
、

当
流
大
事
の
聖
教
と
な
す
な
り
。
無
宿
善
の
機
に
お
い
て
は
、
左

右
な
く
、
こ
れ
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」

こ
う
い
う
よ
う

に
書
い
て
お
ら
れ
る
。
蓮
如
上
人
、
八
代
目
の
方
が
何
故
こ
う
い

う
こ
と
を
奥
に
書
い
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
。

蓮
如
上
人
は
四
十
七
才
ま
で
は
ま
だ
お
父
さ
ん
が
生
き
て
お
ら

れ
て
、
い
わ
ゆ
る
、
い
ま
で
い
う
な
ら
ば
、「
法
主
」
に
な
ら
れ
な

か
っ
た
。

さ
っ
き
「
本
願
寺
の
法
主
」
の
一
代
、
二
代
な
ど
と
書
き
ま
し

た
が
、
親
鸞
聖
人
は
本
願
寺
を
つ
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
何
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、
三
代
目
の
覚
如
上
人
が

こ
の
辺
で
一
つ
自
分
（
京
都
）
の
方
に
、
本
願
寺
の
本
拠
を
造
ろ

う
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
む
し
ろ
親
鸞
聖
人
の
精
神
は

水
戸
あ
た
り
に
、
東
国
の
方
の
信
者
た
ち
の
中
に
ズ
ー
ッ
と
残
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
思
想
的
に
は

本
拠
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
京
都
に
帰
っ
て
亡
く
な
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、
京
都
に
お
墓
を
置
い
た
も
の
だ
か
ら
京
都
に
意
味
が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
二
代
目
の
方
は
、
娘
さ
ん
は
お
墓
守
を

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
三
代
目
が
そ
の
跡
を
継
い
だ
の
で
あ
る

が
お
墓
守
だ
け
で
は
ど
う
も
面
白
く
な
い
。
こ
の
辺
に
一
つ
問
題

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
辺
に
い
ま
の
東
本
願
寺
の
騒
動
に
、

な
に
か
内
面
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。

「
自
分
が
死
ん
だ
ら
自
分
の
屍
は
賀
茂
川
に
捨
て
て
、
魚
の
餌



食
に
で
も
さ
せ
て
く
れ
」
と
、
こ
う
遺
言
ま
で
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
親
鸞
聖
人
の
後
に
、「
い
や
、
本
願
寺
と
い
う
一
つ
の
大
き

い
団
体
を
作
っ
て
旗
揚
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
気

持
ち
は
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

宮
崎
県
の
黒
木
知
事
の
あ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
一
方
か
ら

言
う
と
怪
し
か
ら
ん
と
言
え
ば
怪
し
か
ら
ん
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、

あ
あ
い
う
い
わ
ゆ
る
権
力
を
持
つ
こ
と
、
権
力
を
も
た
な
け
れ
ば

生
き
て
行
け
な
い
、
お
互
い
に
。
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
れ
自

身
権
力
な
の
で
し
ょ
う
か
ら
。

と
同
時
に
、
そ
の
権
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
何
か
プ
ラ
ス
の

も
の
が
付
け
加
わ
る
と
、
大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
、
同
時
に
間
違

い
も
大
き
く
な
る
。
世
の
中
を
救
う
つ
も
り
で
結
局
世
の
中
を
壊

し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
中
央
の
問
題
も
同
じ
こ
と
で

す
が
。
と
く
に
宗
教
の
問
題
、
創
価
学
会
の
制
度
は
よ
く
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
あ
そ
こ
に
も
人
間
の
逃
れ
ら
れ
な
い
落
と

し
穴
と
い
う
も
の
を
、
お
互
い
に
我
々
の
内
に
持
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
ね
、
あ
あ
い
う
も
の
は
。
じ
ゃ
あ
、
な
し
に
し
て
し
ま
っ

た
ら
ど
う
だ
と
、
そ
う
す
る
と
全
く
良
寛
和
尚
か
一
休
和
尚
み
た

い
な
、
あ
あ
い
う
生
活
に
で
も
み
ん
な
が
な
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
言
え
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
。

そ
の
へ
ん
の
所
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
ね
。

学
校
で
も
受
験
の
問
題
が
出
て
い
る
が
、
青
少
年
を
ど
う
い
う

よ
う
に
大
人
に
す
る
か
。
何
を
目
的
に
し
て
こ
の
世
を
果
し
て
い

く
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
や
っ
ぱ
り
昔
も
い
ま
も
同
じ
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
広
い
意
味
の
「
異
端
」

と
い
う
問
題
。
何
が
正
し
い
か
、
何
が
異
端
か
と
い
う
こ
と
。

蓮
如
上
人
は
四
十
七
才
ま
で
一
人
住
ま
い
の
、
家
の
中
に
引
っ

込
ん
で
い
て
表
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
『
歎
異
抄
』
を

十
分
に
読
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
し
て

こ
こ
に
こ
そ
、
親
鸞
聖
人
の
精
神
を
復
興
す
る
根
本
的
な
も
の
が

あ
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
確
信
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ

の
こ
と
が
こ
の
奥
書
の
中
に
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
。

「
当
流
大
事
の
聖
教
な
り
」
の
「
聖
教
」
と
い
う
の
は
お
釈
迦

さ
ん
の
教
え
だ
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
普
通
の
こ
と

に
は
使
わ
な
い
「
聖
教
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
。
そ
れ
ほ
ど
書
か

れ
て
い
る
の
は
、
蓮
如
上
人
の
真
宗
復
興
の
内
面
的
な
動
機
が
こ

の
『
歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
、
二
十
年
、
三
十
年
の
間
の
内
面
的
な

時
代
に
感
得
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す

が
。そ

れ
な
ら
ば
何
を
感
得
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』
を

蓮
如
上
人
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

『
歎
異
抄
』
の
根
本
精
神
が
な
ん
だ
ろ
う
と
受
け
取
ら
れ
た
か
、



と
い
う
と
こ
う
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
い
ま
ま
で
何
度
も
繰
り
返
し

て
来
た
話
で
す
け
れ
ど
も
。「
法
は
称
名
念
仏
で
あ
る
。
機
は
悪
人

正
機
で
あ
る
」
。
そ
れ
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
一
対
に
し
て
こ
れ
を

「
二
種
深
信
」
と
こ
う
言
い
ま
し
た
。
二
種
と
い
う
こ
と
は
「
法

の
深
信
」
と
、「
機
の
深
信
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
種
深
信
。
こ
れ

は
善
導
大
師
か
ら
出
た
問
題
で
し
た
ね
。
蓮
如
上
人
は
こ
う
い
う

よ
う
に
根
本
精
神
を
つ
か
ま
え
た
の
だ
ろ
う
と
、
言
っ
て
お
ら
れ

る
。
そ
れ
が
蓮
如
上
人
の
一
代
の
活
動
の
中
に
こ
れ
が
現
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
根
本
的
な
問
題
。

四

「
ひ
そ
か
に
愚
案
を
め
ぐ
ら
し
て
・
・
」

『
歎
異
抄
』
の
一
番
初
め
の
序
文
の
と
こ
ろ
に
、

「
ひ
そ
か
に

愚
案
を
め
ぐ
ら
し
て
、
ほ
ぼ
古
今
を
勘
が
ふ
る
に
先
師
の
口
傳
に

真
信
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
歎
異
抄
』
の

「
歎
異
」
と
い
う
言
葉
の
出
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。

「
後
学
相
続
の
疑
惑
あ
る
こ
と
を
思
う
。
幸
い
に
有
縁
の
知
識

に
依
ら
ず
ば
」
と
い
う
、
こ
の
有
縁
の
知
識
と
い
う
の
は
、
直
接

に
は
親
鸞
聖
人
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
一
般
的
に
は
親

鸞
聖
人
そ
の
他
の
そ
れ
以
前
の
高
僧
た
ち
、
つ
ま
り
仏
教
を
教
え

て
く
れ
る
師
匠
そ
う
い
う
有
縁
の
大
先
輩
、
和
尚
さ
ん
た
ち
に
依

ら
な
け
れ
ば
「
い
か
で
か
易
行
の
一
門
に
入
る
こ
と
を
得
ん
や
。

全
く
自
見
の
覚
悟
を
以
て
」
、
自
分
だ
け
の
独
断
的
な
考
え
で
。
独

断
的
な
考
え
と
い
う
の
は
歴
史
的
な
考
え
に
よ
ら
な
い
で
、
自
分

だ
け
の
考
え
で
人
生
は
こ
う
だ
、
世
界
と
は
こ
う
だ
と
い
う
よ
う

に
決
め
て
し
ま
う
。
ま
た
あ
る
い
は
宗
教
と
は
こ
う
だ
と
い
う
自

分
だ
け
の
個
人
的
な
考
え
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で

は
い
け
な
い
、
そ
れ
は
反
っ
て
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
に
な
る
。

「
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
な
か
れ
」
。

ど
こ
ま
で
も
、
だ
か
ら
他
力
の
宗
旨
は
「
先
師
口
傳
の
」
、
親
鸞

聖
人
か
ら
教
わ
っ
た
、
口
傳
え
に
教
わ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
お
心
ど

お
り
ズ
ー
ッ
と
続
け
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
他
力
の
宗
旨
が
正
し
く

た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
独
断
的
な
、
個
人
的
な
、
勝

手
な
考
え
を
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

「
よ
っ
て
故
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
の
お
も
む
き
」
。

親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
も
の
、
著
書
の
よ
っ
て
勉
強
し
ろ
、
と

言
う
の
で
は
な
い
。「
教
行
信
証
」
の
よ
う
な
、
大
き
い
も
の
も
一

方
に
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
そ
れ
を
唯
円
さ
ん
な
ど
が

見
な
い
は
ず
が
な
い
。
唯
円
さ
ん
も
非
常
に
博
学
、
学
が
広
く
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
る
大
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
ひ
と
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
。
勿
論
「
教
行

信
証
」
な
ど
も
よ
く
読
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

書
い
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
、
ど
こ
か
ら
『
歎
異
抄
』
を
書
き
出



し
た
か
と
い
う
と
、
親
鸞
聖
人
の
著
書
に
よ
っ
た
の
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
と
。

「
御
物
語
の
お
も
む
き
」
、
直
接
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
言
葉
を
、
た

だ
し
全
部
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

親
鸞
聖
人
と
直
接
唯
円
と
が
一
緒
に
お
ら
れ
た
の
は
そ
う
長
く

は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
六
、
七
年
位
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ

る
よ
う
で
す
が
。
そ
れ
も
ズ
ー
ッ
と
一
緒
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
も

分
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
唯
円
さ
ん
の
ほ
う
は
、
水
戸
の
ほ
う

に
、
常
陸
の
ほ
う
に
大
体
い
た
人
の
よ
う
で
す
か
ら
。
時
々
は
京

都
に
も
行
っ
て
、
あ
る
い
は
最
後
に
は
少
し
長
く
い
た
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
。
ズ
ー
ッ
と
付
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
如
信
上
人
は
お
孫
さ
ん
で
、
子
供
の
と

き
か
ら
ズ
ー
ッ
と
親
鸞
聖
人
と
一
緒
に
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
だ
か

ら
も
の
を
聞
い
て
い
る
ほ
う
か
ら
言
え
ば
、
如
信
上
人
ほ
う
が
ズ

ー
ッ
と
よ
く
聞
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
子
供
の
と
き

だ
か
ら
聞
い
て
い
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
晩
年
に
如

信
上
人
が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
常
陸
の
ほ
う
に
旅
行
し
て
、
そ
の

と
き
に
唯
円
と
い
う
、
偉
い
お
弟
子
に
会
っ
て
い
ろ
い
ろ
法
の
分

か
ら
な
い
こ
と
を
、
聞
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
。

年
令
は
、
う
ん
と
違
う
の
で
す
か
ら
。
一
緒
に
い
た
の
は
如
信
上

人
で
あ
る
。
聞
い
て
る
こ
と
は
、
よ
く
聞
い
て
い
る
の
だ
が
。

唯
円
さ
ん
は
そ
の
意
味
か
ら
言
う
と
、
そ
う
ベ
ッ
タ
リ
ご
一
緒

し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
話
は
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
聞
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
。

「
御
物
語
の
お
も
む
き
、
耳
の
底
に
留
ま
る
所
」

こ
こ
に
非
常
に
力
強
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
頭
に
留
め
た
の

で
は
な
い
。
頭
で
覚
え
た
、
暗
記
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
耳

の
底
」
で
す
か
ら
、
唯
円
自
身
、
身
体
の
底
ま
で
、
骨
の
髄
ま
で

も
う
突
き
透
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
消
そ
う
に
も
消
せ
な
い
。
そ

う
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
お
話
を
、
そ
の
「
耳
の
底
に
留
ま
る
所
」
全
部
を
書

く
わ
け
で
は
な
い
。

「
い
さ
さ
か
こ
れ
を
し
る
す
。
ひ
と
へ
に
同
心
行
者
の
不
審
を

散
ぜ
ん
が
た
め
な
り
」

そ
れ
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
な
に
も
知
識
を
ど
う
こ
う
と
言

う
の
で
は
な
い
。
理
論
を
ど
う
こ
う
と
言
う
の
で
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
お
互
い
に
こ
の
道
を
歩
い
て
行
く
旅
人
同
志
が
、
こ
の
自

分
が
歩
い
て
行
く
道
に
つ
い
て
疑
問
が
起
こ
る
。
我
々
一
方
か
ら

言
う
と
、
一
生
疑
問
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
か
ら
。

先
週
の
日
曜
日
で
し
た
か
、
校
長
会
の
僕
ら
の

O
B

会
が
あ
り

ま
し
て
い
ろ
い
ろ
お
互
い
に
話
し
合
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
う
ち

に
あ
る
先
生
が
「
年
寄
る
と
暇
な
ど
こ
ろ
で
な
い
の
だ
。
疑
問
が



多
く
な
っ
て
困
る
が
な
あ
」
な
ど
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、

私
も
そ
う
思
う
。
若
い
と
き
に
は
、
年
寄
っ
た
ら
世
の
中
の
こ
と

が
大
体
分
か
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
う
あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
、
こ
っ

ち
へ
行
っ
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
、
少
し
は
落
ち
着
い
た
顔
付
き
が

出
来
る
だ
ろ
う
と
、
思
っ
た
ら
そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
の
で
あ
っ
て
。

年
寄
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
俗
縁
が
増
え
る
こ
と
で
す
ね
、

世
の
中
で
は
。
早
い
話
が
家
族
に
し
て
も
最
初
は
女
房
と
二
人
き

り
だ
け
れ
ど
も
子
供
が
何
人
か
で
き
る
。
子
供
に
孫
が
生
ま
れ
る
。

も
う
私
に
も
ひ
孫
が
何
人
か
あ
る
の
で
す
か
ら
。
最
初
は
女
房
の

話
だ
け
を
聞
い
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
、
そ
の
う
ち
子
供
が
周
囲
で

や
あ
や
あ
言
い
出
す
。
喧
し
い
な
あ
喧
し
い
な
あ
と
、
勉
強
の
邪

魔
に
な
る
な
あ
と
、
怒
り
な
が
ら
も
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
う
ち
孫
が
あ
っ
ち
で
病
気
し
た
こ
っ
ち
で
病
気
し
た
、

や
あ
結
婚
問
題
だ
、
就
職
し
た
な
ど
と
言
い
出
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
の
今
ま
で
知
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
を
、

そ
う
い
う
一
方
か
ら
言
う
と
疑
問
が
増
え
て
行
く
中
を
、
し
か
し

そ
の
疑
問
の
ま
ま
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
、
に
っ
ち
も
さ

っ
ち
も
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
動
け
な
い
。
疑
問
の
動
き
の

と
れ
な
い
中
に
、
何
か
ひ
と
つ
疑
問
を
な
く
し
て
で
は
な
い
、
疑

問
そ
の
も
の
の
中
に
、
何
か
生
き
て
行
く
一
つ
の
道
を
見
い
だ
し

た
い
と
い
う
か
、
与
え
ら
れ
た
い
と
思
う
。
そ
の
道
を
歩
く
こ
と

が
仮
に
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
の
道
を
、
そ
の
一
つ
の
道
を
歩
い
て

行
く
限
り
に
お
い
て
は
、
疑
問
は
疑
問
の
ま
ま
で
、
一
向
そ
の
道

に
邪
魔
を
し
な
い
。

い
く
ら
ラ
ジ
オ
の
放
送
が
百
も
二
百
も
の
ア
ン
テ
ナ
が
、
一
遍

に
部
屋
の
中
で
ワ
ー
ワ
ー
聞
こ
え
て
来
て
い
て
も
、
そ
れ
に
煩
わ

さ
れ
ず
に
、
煩
わ
さ
れ
な
が
ら
し
か
も
煩
わ
さ
れ
ず
に
、
そ
の
中

に
自
分
の
行
く
道
が
ど
っ
か
在
っ
て
然
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

い
う
道
を
探
し
て
い
こ
う
と
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
同
心
行
者
の
不

審
を
散
ぜ
ん
が
た
め
な
り
」
と
。

そ
う
い
う
道
を
『
歎
異
抄
』
が
教
え
よ
う
。
分
か
っ
て
も
ら
お

う
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
一
本
道
を
歩
く
人
の
気
持
ち
を
端
的

に
言
い
表
し
た
の
が
、
先
に
申
し
ま
し
た
妙
好
人
の
お
園
さ
ん
の

と
こ
ろ
で
す
ね
。「
何
か
分
か
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
分
か
っ
た

こ
と
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
れ
。
人
生
と
は
何
ぞ
や
、
教
え
て
く
れ
」

「
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
る
か
と
思
っ
て
一
生
懸
命
に

一
生
涯
探
し
て
来
た
け
れ
ど
も
、
全
く
無
駄
骨
で
し
た
」
と
。
そ

こ
ま
で
の
境
地
に
行
け
ば
、
ど
ん
な
に
ガ
ン
ガ
ン
部
屋
中
ラ
ジ
オ

の
放
送
が
聞
こ
え
て
来
て
も
、
そ
の
人
の
世
界
は
シ
ー
ン
と
し
た

深
山
の
谷
底
に
で
も
ジ
ー
ッ
と
座
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
し

ょ
う
ね
。
静
か
な
気
持
ち
で
し
ょ
う
ね
。

も
し
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
聞
こ
え
て
来
る
も
の
は
そ



う
い
う
本
当
に
静
か
な
気
持
ち
の
、
お
園
さ
ん
な
ら
お
園
さ
ん
の

心
の
中
に
聞
こ
え
て
来
る
も
の
は
、
仮
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ

れ
は
恐
ら
く
「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」
の
も
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
善
知
識
の
言
葉
で
し
ょ
う
ね
。
善
知
識
の
「
御
物
語
」
。
ど

こ
か
自
分
の
身
体
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
て
も
、
追
い
出
せ
な
い
。

つ
ま
り
、
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
く
れ
る
の
が

そ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聞
こ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
「
あ
っ
、
俺
は
こ
こ
に
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。

そ
う
い
う
の
が
、
こ
の
「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」
。

そ
れ
を
も
、
自
分
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
を
外
に
出
す
必
要
は
な

い
の
だ
け
れ
ど
も
。
周
囲
を
見
て
み
る
と
、
同
じ
旅
人
の
仲
間
を

見
て
み
る
と
、
そ
の
ア
ン
テ
ナ
に
引
っ
掛
か
っ
て
、
あ
あ
だ
こ
う

だ
と
、
あ
っ
ち
の
放
送
は
こ
う
だ
、
こ
っ
ち
の
放
送
は
こ
う
だ
と
、

案
外
ア
ン
テ
ナ
の
引
っ
掛
か
っ
て
、
旅
行
に
引
っ
掛
か
っ
て
停
滞

し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
、
あ
っ
ち
に
も
、
こ
っ
ち
に
も
出
来
て

来
て
い
る
。
宗
教
団
体
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
程
こ
う
い
う
問
題

が
起
こ
り
ま
す
ね
。

ス
タ
ー
ト
の
と
き
に
は
、
気
持
ち
が
一
つ
に
な
っ
て
サ
ー
ッ
と

調
子
が
歩
調
を
揃
え
て
行
け
る
け
れ
ど
も
、
ダ
ン
ダ
ン
大
き
く
な

る
と
い
ろ
い
ろ
そ
こ
に
異
端
が
出
て
来
る
。
あ
っ
ち
の
グ
ル
ー
プ
、

こ
っ
ち
の
グ
ル
ー
プ
。
ど
っ
ち
が
分
か
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な

い
。
お
前
の
ほ
う
が
、
強
い
と
か
、
弱
い
と
か
。
お
前
の
ほ
う
が

大
き
い
と
か
、
小
さ
い
と
か
。
そ
う
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。

事
実
、『
歎
異
抄
』
の
中
に
弟
子
の
取
り
合
い
な
ど
の
話
が
出
て
来

る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
分
か
ら
な
い
者
は
、
破
門
す
る
と
か
、

そ
っ
ち
へ
行
け
と
か
。
中
に
は
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
た
く
さ
ん

お
供
物
を
挙
げ
た
者
の
ほ
う
が
、
仏
様
に
た
く
さ
ん
物
を
差
し
上

げ
た
者
の
ほ
う
が
、
死
ん
で
か
ら
大
き
な
仏
に
な
る
。
少
な
い
者

は
小
さ
い
仏
に
な
る
。
現
在
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
こ
こ
で
も
起

こ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
い
う
「
同
心
行
者
の
不
審
を
散
ぜ
ん

が
た
め
」
で
あ
る
。

不
審
を
散
ず
る
た
め
の
根
本
原
理
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と

、

「
口
傳
の
真
信
」
で
あ
る
。
そ
の
「
先
師
口
傳
の
真
信
」
を
具
体

的
に
言
え
ば
「
二
種
深
信
」
の
問
題
だ
と
。
善
導
大
師
か
ら
教
わ

っ
て
来
た
、
法
然
上
人
が
こ
れ
を
継
ぎ
、
親
鸞
聖
人
が
自
分
の
も

の
に
さ
れ
た
「
二
種
深
信
」
の
問
題
だ
と
。
こ
う
い
う
こ
と
が
「
耳

の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」
。

「
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
の
出
所
と
し
て
、

例
え
ば
で
す
ね
、
第
二
章
そ
れ
か
ら
第
九
章
、
第
十
章
、
第
十
三

章
等
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

第
二
章
に
「
お
の
お
の
十
余
ケ
国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
、
身
命

を
か
へ
り
み
ず
し
て
、
た
づ
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
ふ
御
こ
こ
ろ
ざ



し
、
ひ
と
へ
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
ひ
き
か
ん
が
た
め
な
り
」

ま
ず
は
っ
き
り
直
接
親
鸞
聖
人
が
常
陸
か
ら
や
っ
て
来
た
弟
子
た

ち
を
前
に
し
て
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
九
章
に
「
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ

ろ
、
を
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り

た
き
こ
こ
ろ
の
さ
ふ
ら
は
ぬ
は
、
い
か
に
と
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と

に
て
さ
ふ
ら
ふ
や
ら
ん
と
、
ま
う
し
い
れ
て
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ば
」

と
あ
る
。
日
本
語
と
い
う
の
は
妙
な
も
の
で
、
こ
う
書
い
て
あ
る

と
誰
が
言
っ
て
い
る
か
サ
ッ
パ
り
分
か
ら
な
い
。
そ
の
後
へ
「
親

鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
出
て
来
た
か
ら
、
あ
あ
こ
れ
は

親
鸞
聖
人
の
言
葉
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
先
の
独
訳
の
『
歎

異
抄
』
を
読
ん
で
み
る
と
、
調
子
が
違
っ
て
来
る
で
す
ね
。
英
語

で
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
一
番
最
初
に
主
語
が
出
て
来
る
。
と
こ

ろ
が
そ
の
原
文
の
日
本
語
に
は
サ
ッ
パ
リ
そ
れ
が
出
て
来
な
い
。

誰
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
文
章
が
あ

っ
ち
こ
っ
ち
に
あ
り
ま
す
ね
。

曽
我
先
生
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
れ
が
非
常
に
日
本
文
の
奥
ゆ
か
し

い
と
こ
ろ
だ
と
。
西
洋
で
は
何
を
言
う
に
し
て
も
、
言
う
前
に
ま

ず
「
僕
が
」
と
か
、
「
誰
そ
れ
が
」
と
言
う
。
い
わ
ゆ
る
「
我
」
と

い
う
の
を
先
に
出
す
。
そ
う
で
な
い
と
そ
の
先
の
こ
と
を
言
わ
な

い
。
日
本
で
は
そ
の
「
わ
れ
」
を
一
番
後
に
隠
し
て
お
い
て
、
内

容
そ
の
も
の
を
先
に
出
し
て
、
誰
が
言
っ
た
か
、
彼
が
言
っ
た
か

分
か
ら
な
い
よ
う
に
話
を
し
て
い
っ
て
、
必
要
な
と
き
に
「
こ
れ

は
私
で
し
た
」
と
言
う
。
こ
れ
は
非
常
に
奥
ゆ
か
し
い
こ
と
だ
と

こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
国
語
学
者
は
ど
う
い
う
か
私
に
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
。

親
鸞
聖
人
も
、「
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ

ろ
に
て
あ
り
け
り
」
と
、
こ
こ
で
唯
円
が
直
接
出
て
来
て
い
る
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ど
も
、
こ
の
本
が
唯
円
房
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
の
だ
ろ
う
と
い
う
一
つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

第
十
章
は
、
「
念
仏
に
は
、
無
義
を
も
て
義
と
す
。
不
可
称
・
不

可
説
・
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
そ
も
そ

も
か
の
ご
在
生
の
む
か
し
、
お
な
じ
こ
こ
ろ
ざ
し
に
し
て
」
、
つ
ま

り
「
同
心
行
者
の
不
審
」
と
い
う
の
は
こ
こ
で
し
ょ
う
ね
。

「
あ
ゆ
み
を
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
」
と
い
う
の
は
「
お
の

お
の
十
余
ケ
国
さ
か
い
を
こ
え
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ

う
。
東
海
道
五
十
三
を
ダ
ー
ッ
と
通
っ
て
来
て
、
東
海
道
は
五
十

三
次
だ
が
水
戸
か
ら
で
す
か
ら
、
五
十
三
以
上
で
し
ょ
う
ね
。「
信

を
ひ
と
つ
に
し
て
、
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
し
と
も
が
ら
は
、

同
時
に
御
意
趣
を
う
け
た
ま
は
り
し
か
ど
も
、
そ
の
ひ
と
び
と
に

と
も
な
ひ
て
念
仏
ま
う
さ
る
る
老
若
、
そ
の
か
ず
を
し
ら
ず
お
は

し
ま
す
な
か
に
、
上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
意
義
ど
も
を
」



こ
こ
で
こ
の
「
上
人
」
と
い
う
の
は
親
鸞
聖
人
の
こ
と
。
普
通
は

親
鸞
に
は
「
聖
人
」
の
「
聖
」
と
い
う
字
を
書
き
、
法
然
上
人
の

場
合
に
は
、
親
鸞
聖
人
と
区
別
し
て
「
上
の
人
」
・
「
上
人
」
と
書

く
の
で
す
が
、
こ
こ
で
の
「
上
人
」
は
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と
で
す

ね
。「
上
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
ど
も
を
、
近
来
は
お
ほ
く

お
ほ
せ
ら
れ
あ
ふ
て
さ
ふ
ら
ふ
よ
し
」
。
こ
こ
で
も
直
接
聞
い
て
い

た
こ
と
が
出
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
第
十
三
章
は
「
ま
た
あ
る
と
き
、
唯
円
房
は
わ
が

い
ふ
こ
と
を
ば
信
ず
る
か
と
お
ほ
せ
の
さ
ふ
ら
ひ
し
あ
ひ
だ
」

こ
れ
は
ハ
ッ
キ
リ
と
親
鸞
聖
人
と
唯
円
房
が
対
談
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
こ
も
ヤ
ッ
パ
リ
こ
の
著
者
が
唯
円
房
で
あ

ろ
う
と
い
う
証
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
あ
こ
の
よ
う
に
耳
の
底
に
生
き
た
言
葉
が
残
っ
て
い
る
の
だ

と
。
そ
れ
が
編
者
の
問
題
。

五

「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」

そ
の
次
に
は
、
「
歎
異
」
、
異
を
歎
く
と
い
う
歎
異
精
神
を
基
調

と
し
て
い
る
。
問
題
は
「
異
端
」
、
「
異
端
」
と
言
う
が
、
誰
が
異

端
な
の
か
と
い
う
こ
と
。
誰
が
異
義
な
の
か
、
こ
れ
は
問
題
な
く

「
自
分
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
読
む
な
ら
ば
読
む
「
わ

た
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
番
の
根
本
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
が
前

十
ケ
条
、
は
じ
め
の
第
一
章
か
ら
第
十
章
ま
で
、
前
十
条
で
痛
感

さ
れ
る
。

他
の
グ
ル
ー
プ
が
、
他
の
仲
間
が
、
他
の
弟
子
た
ち
が
異
端
だ

と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
ら
他
人
事
に
な
る
。

そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
。
異
端
異
端
と
い
う
け
れ
ど
、
よ
く
よ
く
考
え

て
み
る
と
誰
だ
、
ま
ず
そ
の
第
一
に
「
自
分
」
と
い
う
、
ご
本
人

が
そ
う
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
い
ま
読
み
ま
し
た
第
九
章
の
唯
円
な
ど
は
自
分
自

身
そ
こ
で
言
っ
て
来
て
ま
す
ね
。「
ど
う
も
私
の
気
持
ち
が
よ
う
分

か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
往

生
出
来
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
に
な
っ
て
み
る
と

ど
う
も
心
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
」
と
。

第
九
章
の
問
題
で
す
が
、
ど
う
い
う
違
っ
た
気
持
ち
を
持
ち
出

し
て
来
た
か
と
い
う
と
、「
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
踊
躍
歓

喜
こ
こ
ろ
、
を
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
」
。
つ
ま
り
迷
子
に
な
っ

て
い
て
野
原
を
さ
ま
よ
っ
て
い
て
、
家
が
ど
こ
か
分
か
ら
な
く
な

っ
て
ワ
ー
ワ
ー
泣
い
て
い
る
子
供
の
気
持
ち
。
そ
れ
に
段
々
日
が

暮
れ
て
来
る
、
心
細
く
な
る
、
誰
も
返
事
も
し
て
く
れ
な
い
、
そ

う
い
う
子
供
の
時
の
わ
れ
わ
れ
の
体
験
。
一
度
や
二
度
は
皆
あ
る

わ
け
で
す
ね
。

そ
の
時
に
家
の
人
が
心
配
し
て
探
し
に
来
て
く
れ
る
。
や
っ
と



「
あ
っ
、
あ
そ
こ
に
い
た
。
」
と
言
っ
て
呼
び
に
来
て
く
れ
て
、「
そ

こ
に
い
た
か
、
こ
こ
だ
こ
こ
だ
」
と
言
う
お
母
さ
ん
の
声
を
聞
い

て
、
「
ワ
ー
ッ
」
と
泣
く
と
同
時
に
母
親
に
抱
き
つ
い
て
し
ま
う
。

そ
の
と
き
は
本
当
に
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ
ろ
「
ハ
ー
ッ
、
嬉
し
い
。

嬉
し
い
」
と
こ
う
思
う
。
そ
れ
は
分
か
る
。
そ
の
時
は
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
後
二
日
か
三
、
四
日
経
つ
と
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
時

の
救
わ
れ
た
と
い
う
喜
び
の
気
持
ち
が
、
天
に
踊
り
地
に
踊
る
ほ

ど
の
あ
の
喜
び
の
気
持
ち
が
、
段
々
消
え
て
し
ま
っ
て
、
な
ん
だ

か
さ
っ
ぱ
り
張
り
合
い
が
な
く
な
る
。
も
う
ち
ょ
っ
と
あ
の
と
き

の
喜
び
が
生
き
返
っ
て
来
そ
う
な
も
の
じ
ゃ
あ
な
い
か
。
そ
う
い

う
気
持
ち
は
誰
で
も
が
起
こ
る
。

「
を
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り

た
き
こ
こ
ろ
の
さ
ふ
ら
は
ぬ
は
、
い
か
に
と
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と

に
て
さ
ふ
ら
ふ
や
ら
ん
と
、
ま
う
し
い
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
し
か
ば
」

つ
ま
り
本
道
を
歩
き
な
が
ら
、
つ
い
も
う
本
道
を
歩
く
こ
と
を
忘

れ
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
の
時
の
感
激
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
困
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
と
言
っ
て

き
た
時
に
。
そ
こ
で
曽
我
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
し
か
し
な

が
ら
」
、
「
け
れ
ど
も
」
と
い
う
言
葉
が
普
通
な
ら
出
そ
う
な
と
こ

ろ
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
要
ら
な
い
。

弟
子
が
そ
う
い
う
違
っ
た
気
持
ち
を
そ
こ
に
持
っ
て
来
た
。
一

つ
の
問
題
提
起
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
問
題
提
起
の
、
そ
の
問

題
の
背
景
を
親
鸞
が
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
受
け
取
っ
た
。
問
題
を

持
っ
て
来
た
が
、
そ
の
問
題
の
背
景
を
開
い
て
そ
の
問
題
に
即
し

て
、
そ
の
問
題
を
超
え
て
、
そ
の
問
題
を
見
た
。
問
題
の
背
景
を

開
い
て
、
問
題
に
即
し
て
、
問
題
に
滯
ま
ら
な
い
で
、
問
題
を
超

え
た
そ
の
気
持
ち
を
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
で

表
し
て
い
る
。

「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」
そ
の
底
に
、
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
」

た
そ
の
底
に
な
に
が
出
て
来
る
か
。
そ
こ
に
出
て
来
る
の
は
、
如

来
か
ら
与
え
ら
れ
た
同
じ
一
味
の
安
心
。
如
来
か
ら
与
え
ら
れ
た

一
味
の
安
心
が
そ
こ
に
自
証
さ
れ
る
。

そ
れ
が
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」
と
い
う
道
筋
を
通
っ
て
行

く
わ
け
で
す
ね
。

弟
子
が
「
私
の
心
は
あ
の
時
は
、
非
常
に
明

る
い
、
あ
あ
救
わ
れ
た
、
し
め
た
」
と
。
そ
こ
な
の
で
す
ね
、
先

の
知
っ
た
と
か
分
か
っ
た
と
か
い
う
こ
と
に
留
ま
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
は
。
俺
は
こ
う
い
う
体
験
を
得
た
、
し
め
た
と

思
っ
た
と
き
に
も
う
そ
れ
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
じ

ゃ
あ
な
い
。「
し
め
た
」
、「
体
験
を
得
た
」
そ
の
途
端
に
、
そ
の
得

た
「
自
分
」
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
良
い
わ
け
で
あ
る
。
「
自
分
」
に

は
用
は
な
い
。「
得
た
自
分
」
に
は
用
は
な
い
。
そ
の
得
た
と
か
得

な
い
と
か
言
う
自
分
、
そ
の
ま
ま
が
救
わ
れ
て
し
ま
う
。



つ
ま
り
、
金
が
な
く
て
、
小
遣
い
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
子
供

が
、「
お
母
ち
ゃ
ん
、
小
遣
い
頂
戴
」
と
お
母
ち
ゃ
ん
に
走
っ
て
行

く
。
そ
し
て
お
母
さ
ん
か
ら
お
金
を
貰
っ
て
、「
し
め
た
」
と
思
っ

て
、
子
供
が
走
っ
て
も
の
を
買
い
に
行
く
。
こ
れ
は
普
通
の
わ
れ

わ
れ
の
姿
で
す
ね
。
親
か
ら
物
を
貰
っ
て
、
そ
の
金
を
自
分
の
も

の
に
し
て
、「
し
め
た
、
こ
れ
は
俺
の
お
金
だ
」
と
、
そ
し
て
も
の

を
買
い
に
行
く
。
と
こ
ろ
が
親
そ
の
も
の
に
抱
き
か
か
え
ら
れ
て

し
ま
え
ば
、
親
が
子
供
を
シ
ッ
カ
リ
抱
き
か
か
え
て
し
ま
っ
て
い

る
の
に
、
子
供
が
「
自
分
だ
け
持
っ
て
い
る
財
布
だ
。
俺
の
財
布

だ
」
と
言
っ
て
、
財
布
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
の
で
は
肝
腎
の
親

そ
の
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
親
の
こ
こ
ろ
と

子
供
の
こ
こ
ろ
が
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
分
か
ら
ず
ど
う
し

よ
う
か
と
思
っ
て
来
た
子
供
、
そ
う
い
う
疑
問
を
持
っ
て
来
た
弟

子
た
ち
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、「
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
」

と
留
め
る
の
で
は
な
し
に
、
そ
の
よ
う
な
媒
介
を
必
要
と
し
な
い
、

直
接
に
そ
の
問
題
そ
の
も
の
の
背
景
を
開
き
、
そ
の
問
題
に
即
し

て
、
問
題
を
超
え
て
と
い
う
の
を
、
そ
れ
を
「
よ
く
よ
く
案
じ
み

れ
ば
」
と
。

親
鸞
聖
人
が
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
」
る
と
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

の
場
合
は
親
鸞
聖
人
は
こ
の
問
題
を
唯
円
の
異
端
と
受
け
と
っ
て

い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
唯
円
が
異
端
と
い
う
問
題
を
持
っ
て
来
た
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
親
鸞
は
受
け
と
っ
て
、
こ
れ
は
自
分
の
異
端
だ

と
受
け
と
っ
た
。
親
鸞
に
し
て
み
れ
ば
自
分
の
異
端
で
あ
る
。
自

分
の
心
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
異
端
そ
の
も
の
を
、「
よ
く

よ
く
案
じ
み
る
と
」
。

そ
れ
が
こ
こ
に
出
て
い
る
よ
う
に
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ

る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
。
こ
れ
は
ど
ち
ら

も
、「
お
前
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
。
俺
も
分
か
っ
て
い
な
か

っ
た
な
あ
」「
お
前
が
分
か
ら
ぬ
と
言
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
わ

し
も
自
分
に
気
が
付
い
て
、
わ
し
も
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
分
か

ら
な
い
」
。

そ
こ
で
こ
の
問
題
を
よ
く
よ
く
自
分
に
、
親
鸞
自
身
に
、
反
省

し
て
み
る
と
、「
天
に
お
ど
り
、
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
こ
ぶ

べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
お
も

ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
」
。

嬉
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、

か
え
っ
て
そ
れ
で
こ
そ
ま
す
ま
す
往
生
が
間
違
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
の
だ
。
分
か
ら
せ
て
も
ら
え
る
の
だ
と
。

「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を
を
さ
へ
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は

煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩

具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、

か
く
の
ご
と
き
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い



よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
。

分
か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
通

し
て
、
ま
す
ま
す
分
か
ら
せ
て
も
ら
え
る
の
だ
。

「
ま
た
浄
土
へ
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
な
く
て
、
い
さ

さ
か
所
労
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る
や
ら
ん
と
心
細
く
お

ぼ
ゆ
る
こ
と
も
、
煩
悩
の
所
為
な
り
。
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流

転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
、
い
ま
だ
む
ま
れ
ざ
る
安
養

の
浄
土
は
こ
ひ
し
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
こ
と
に
よ
く
よ
く

煩
悩
の
興
盛
に
さ
ふ
ら
ふ
に
こ
そ
。
な
ご
り
お
し
く
お
も
へ
ど
も
、

娑
婆
の
縁
つ
き
て
、
ち
か
ら
な
く
し
て
を
は
る
と
き
に
、
か
の
土

へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
。
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
な
き
も

の
を
、
こ
と
に
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
な
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
こ
そ
、

い
よ
い
よ
大
悲
大
願
は
た
の
も
し
く
、
往
生
は
決
定
と
存
じ
さ
ふ

ら
へ
」

こ
こ
で
こ
の
「
一
味
の
安
心
」
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
と
弟
子

と
師
弟
同
行
、
同
心
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
味
。
別
々
に
二
つ

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
よ
う
に
師
弟
が
同
心
に
、
同
行
同
心
に
な
る
こ
と
が

出
来
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
こ
れ
が
、
つ
ま
り
こ
れ
を
推
し
広
め

て
東
本
願
寺
と
す
れ
ば
、
東
本
願
寺
の
壇
家
全
体
が
、
今
は
何
百

万
と
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
、
何
百
万
か
の
壇
家
全
体
が
同
信
同

行
に
一
味
の
安
心
に
な
り
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
そ
の
「
真
宗
再

興
」
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
は
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再

興
の
成
就
で
あ
る
。
そ
の
他
に
浄
土
真
宗
が
復
興
す
る
と
い
う
道

は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
そ
う
分
か
る
の
だ
が
、
現
実

の
問
題
と
し
て
全
く
よ
そ
事
で
す
け
れ
ど
も
東
本
願
寺
の
問
題
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

つ
ま
り
「
信
心
」
の
問
題
は
個
人
的
に
は
違
う
の
は
当
た
り
前

で
あ
る
。
個
人
的
に
は
人
と
な
り
、
境
遇
が
違
う
の
は
当
然
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宿
業
な
の
で
す
か
ら
。
宿
業
の
結
果
我
々

の
一
人
一
人
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
千
差
万
別
だ
。

宿
業
が
全
部
違
う
。
宿
業
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
信
心
が
同
じ
だ

と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
宿
業
が
違
う
か
ら
当
然
個
人

的
に
は
違
う
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
当
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
違
う

の
が
本
当
で
あ
る
。

問
題
は
具
体
的
に
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

具
体
的
に
同
行
同
心
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
「
信
心
の
問
題
」
は

解
決
す
る
。
姿
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
真
宗
は
再
興
し
た
、
復
興
し

た
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

だ
が
、
個
人
的
に
は
違
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
よ
い
で
し
ょ

う
ね
。
個
人
的
に
違
わ
な
け
れ
ば
嘘
な
の
だ
。
言
葉
も
違
う
し
、

身
体
も
違
う
し
、
身
体
の
目
方
か
ら
違
う
し
、
も
の
の
好
き
、
嫌

い
も
違
う
し
、
速
い
話
が
お
互
い
ネ
ク
タ
イ
ひ
と
つ
違
っ
て
い
る



の
で
す
か
ら
。
個
人
的
に
は
み
な
違
う
、
そ
れ
は
本
当
だ
。

だ
け
ど
具
体
的
に
何
に
よ
っ
て
信
心
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ

て
い
る
か
と
い
う
そ
の
具
体
的
な
も
の
。
そ
の
為
に
は
、
い
ま
こ

こ
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」
と
い
う
最
後

の
「
自
証
の
問
題
」
。
自
証
に
よ
っ
て
具
体
的
に
自
証
さ
れ
る
。
こ

れ
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
の
次
は
組
織
で
す
が
。『
歎
異
抄
』
の
組
織
。
前
編
と
も
い
う

べ
き
も
の
は
、
序
文
と
第
十
章
の
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
ま
で
。

そ
れ
か
ら
後
編
と
も
し
言
え
る
な
ら
ば
、「
そ
も
そ
も
か
の
御
在
生

の
む
か
し
」
か
ら
第
十
八
章
の
意
義
批
判
ま
で
。
そ
れ
か
ら
第
十

九
章
は
異
義
八
ケ
条
の
根
本
、
言
い
換
え
れ
ば
歎
異
精
神
の
強
調
。

こ
れ
が
ま
あ
、
ざ
っ
と
組
織
で
あ
る
。

岩
波
文
庫
で
は
第
十
八
章
ま
で
は
番
号
が
付
い
て
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
第
十
九
章
は
番
号
が
付
い
て
あ
り
ま
せ
ん
で
す
ね
。
そ

こ
で
人
に
よ
っ
て
は
、
最
初
に
あ
る
の
が
「
前
序
」
。
「
そ
も
そ
も

か
の
御
在
生
の
む
か
し
」
と
い
う
第
十
章
の
終
り
の
と
こ
ろ
、
こ

れ
を
「
中
序
」
と
名
付
け
て
い
る
人
が
あ
る
。
従
っ
て
第
十
章
の

前
半
分
が
前
編
の
方
に
入
り
、
第
十
章
の
途
中
の
「
そ
も
そ
も
」

か
ら
は
こ
れ
は
「
中
序
」
と
し
て
後
に
入
れ
る
。
後
編
に
対
す
る

序
文
で
あ
る
と
こ
う
み
て
お
ら
れ
る
。
本
文
と
し
て
は
第
十
一
章

か
ら
第
十
八
章
ま
で
。
第
十
九
章
を
「
後
序
」
と
、
こ
う
い
う
よ

う
に
三
つ
に
区
別
し
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
ま
あ
こ
れ
は
読

ん
で
い
る
と
お
の
ず
か
ら
そ
う
分
か
る
の
で
あ
っ
て
。

六

「
先
師
口
傳
の
真
信
に
・
・
」

そ
れ
か
ら
そ
の
次
は
、
こ
れ
か
ら
は
少
し
面
倒
に
な
る
よ
う
で

す
が
、
内
容
に
少
し
入
っ
て
行
く
と
。

序
文
の
中
に
、
「
先
師
口
傳
の
真
信
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
「
先
師
口
傳
の
真
信
」
こ
れ
は
具
体
的
に
何
を

指
す
か
。
こ
れ
は
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
機
法
二
種
の
深
信
」

を
指
す
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
「
信
心
」
と
い

う
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
、

を
こ
り
さ
ふ
ら
ふ
か
」
、
そ
う
い
う
異
端
邪
説
の
問
題
が
起
こ
る
の

は
信
心
が
違
う
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
『
歎
異
抄
』

で
「
信
心
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
、
そ
の
内
容
は
「
機
法
の

二
種
の
深
信
」
を
指
し
て
言
う
の
だ
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
お

ら
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
「
信
心
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
も

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
て
来
た
言
葉
で
し
た
ね
。
定
散
自
力
の
信
行
（
心

と
行
）
に
対
し
て
、
無
善
造
悪
の
「
機
」
、
こ
の
「
機
」
と
い
う
の

は
「
法
」
に
対
す
る
「
機
」
、
「
法
」
を
受
け
取
る
も
の
。
「
法
」
の



目
当
て
で
あ
る
も
の
。
親
の
心
に
対
し
て
子
供
が
「
機
」
に
な
る

わ
け
で
す
ね
。
四
、
六
時
中
親
の
心
を
い
つ
で
も
心
配
さ
せ
て
い

る
も
の
。
寝
て
も
覚
め
て
も
親
は
子
供
の
こ
と
で
心
を
煩
わ
せ
て

い
る
。
そ
の
親
の
心
を
「
法
」
と
す
る
と
、
そ
の
親
の
心
を
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
煩
わ
さ
せ
て
い
る
、
苦
労
さ
せ
て
い
る
そ
の
親
の
心
の

目
当
、
親
の
心
の
目
的
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
機
」
で
あ
る
。

そ
れ
が
子
供
で
す
ね
。

だ
か
ら
親
の
心
を
四
、
六
時
中
掻
き
乱
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
無
善
造
悪
で
あ
る
。
こ
れ
の
無
善
造
悪
と
は
ひ
ど
い
こ
と
の
よ

う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
内
容
は
宿
業
、
宿
業
観
。
無
限
の
過
去
か

ら
ズ
ー
ッ
と
あ
ら
ゆ
る
境
遇
を
通
し
て
、
現
在
の
我
々
に
来
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
我
々
の
心
の
中
に
は
鬼
が
い
る
か
、
蛇
が
い
る

か
、
地
獄
が
あ
る
か
、
悪
魔
が
住
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
は
分
か
っ

た
も
の
じ
ゃ
あ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
引
っ
く
る
め
て
、

そ
れ
が
親
の
心
を
安
ん
ぜ
し
め
な
い
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
い
る
、
そ
れ
が
「
機
」
で
す
ね
。
そ
れ
は
我
々
で
あ
る
。
無
善

造
悪
の
機
。

そ
う
い
う
「
機
」
は
え
て
し
て
、「
ど
う
も
親
に
心
配
か
け
て
い

て
す
ま
な
い
。
親
に
孝
行
し
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
な
に
か
善

に
励
む
。
あ
る
い
は
「
自
分
の
こ
う
い
う
態
度
で
は
駄
目
だ
か
ら
、

も
っ
と
真
面
目
に
な
ろ
う
」
と
。
こ
れ
が
「
定
」
で
す
ね
。
真
面

目
に
な
ろ
う
と
い
う
の
が
、
「
定
」
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
慈
善
事
業
、
良
い
こ
と
を
し
て
親
を

安
心
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
が
、「
散
」
で
あ
る
。
前
者
は
「
自
分

の
心
を
一
つ
に
集
め
て
、
精
神
統
一
を
は
か
っ
て
・
・
」
と
い
う
、

こ
ち
ら
は
「
定
」
で
あ
る
。「
定
」
は
む
し
ろ
「
信
」
に
か
か
る
で

し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、「
い
ろ
い
ろ
善
を
励
も
う
。
善
い
こ
と
を

し
よ
う
、
慈
善
事
業
し
よ
う
、
人
を
助
け
て
や
ろ
う
、
人
に
同
情

心
を
持
と
う
」
な
ど
と
い
う
の
は
こ
れ
は
「
行
」
の
方
で
あ
る
。

こ
と
ご
と
く
そ
れ
は
自
力
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
力
の
信
行

に
対
し
て
、
無
善
造
悪
の
「
機
」
に
念
仏
往
生
の
「
誓
願
」
を
戴

く
、
こ
れ
が
信
心
で
あ
る
。

簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
親
心
を
貰
う
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
も
近

角
先
生
の
話
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
私
が
繰
り
返
し
て
お
り
ま
す
よ

う
に
、
家
を
出
て
東
京
で
下
宿
し
て
勉
強
し
て
い
る
子
供
が
風
邪

を
引
い
て
熱
を
出
し
た
。
下
宿
の
お
ば
さ
ん
が
心
配
し
て
「
そ
れ

は
早
く
お
母
さ
ん
に
知
ら
せ
て
や
っ
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
」
と
い

う
と
、
息
子
は
、
熱
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
「
い
や
、

お
れ
が
風
邪
を
引
い
て
、
熱
を
出
し
て
い
る
、
な
ど
と
言
っ
た
ら
、

親
が
と
て
も
心
配
す
る
か
ら
、
言
わ
な
い
で
お
い
て
下
さ
い
。
一

日
も
早
く
治
っ
て
か
ら
、
風
邪
を
引
い
た
け
れ
ど
も
治
っ
た
と
言

っ
て
や
る
。
親
に
心
配
か
け
て
は
済
ま
な
い
」
。
こ
う
い
う
よ
う
に



息
子
は
言
う
。
一
応
尤
も
な
感
心
な
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

で
本
当
に
病
気
が
治
せ
る
か
、
治
せ
な
い
か
誰
も
保
証
し
な
い
。

で
、
下
宿
の
お
ば
さ
ん
が
、
見
る
に
見
兼
ね
て
、
ど
う
も
治
り
そ

う
も
な
い
。
そ
こ
で
親
に
ソ
ッ
と
知
ら
せ
る
と
、
親
は
び
っ
く
り

し
て
跳
ん
で
来
て
「
な
ん
で
お
前
黙
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
な

く
て
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
の
時
候
の
変
わ
り
目
で
寝
て
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
便
り
が
来
な
い
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ま
た
何

か
、
自
動
車
事
故
に
で
も
会
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
と
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
気
に
な
っ
て
心
配
し
て
い
る
の
だ
。
何
故
も
っ
と

早
く
風
邪
を
引
い
た
ら
風
邪
を
引
い
た
と
知
ら
せ
て
来
な
い
の

か
」
と
こ
う
お
母
さ
ん
が
言
う
。

そ
こ
で
初
め
て
子
供
は
、「
そ
う
い
う
こ
ち
ら
は
忘
れ
て
い
て
も

親
の
ほ
う
は
忘
れ
な
い
で
、
四
、
六
時
中
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て

い
て
く
れ
た
親
心
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
と

き
に
、
親
の
心
、「
誓
願
」
を
戴
い
た
の
で
す
ね
。
こ
の
時
に
自
力

が
離
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
定
散
の
自
力
」
、
い
や
親
を
安
心
さ
せ

て
や
ろ
う
と
い
う
僭
越
至
極
な
気
持
ち
が
全
く
意
味
が
な
く
な
る

わ
け
で
あ
る
。

「
じ
ゃ
あ
、
も
う
お
母
さ
ん
の
言
わ
れ
る
ま
ま
に
、
お
と
な
し

く
従
っ
て
、
お
粥
も
食
べ
ま
し
ょ
う
。
無
理
し
て
起
き
な
い
で
寝

て
お
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
親
の
心
に
素
直
に
従
っ
て
行
く
。
親
孝

行
し
て
や
ろ
う
と
い
う
心
が
そ
も
そ
も
自
力
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
は
無
理
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
き
っ
て
い
る
親
の
心
に
対
し
て
、「
い
や
、
親
に

心
配
か
け
て
済
ま
な
い
」
な
ど
と
い
う
自
力
の
心
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
無
善
造
悪
の
「
機
」
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
宿
業
観
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
そ
う
い
う
誓
願
を
戴

く
と
い
う
こ
と
が
、『
歎
異
抄
』
で
言
う
「
信
心
」
だ
と
い
う
の
で

す
ね
。

歎
異
抄
の
優
れ
た
、
曽
我
先
生
が
こ
う
い
う
言
葉
を
出
し
て
お

ら
れ
ま
す
か
ら
そ
の
通
り
書
く
の
で
す
が
、「
歎
異
抄
の
優
れ
た
特

徴
と
い
う
の
は
、
現
生
不
退
の
問
題
で
あ
る
。
現
生
不
退
の
自
覚

自
証
で
あ
る
」
。

こ
の
「
現
生
不
退
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
意
味
は
親
鸞
聖
人

の
一
番
大
事
な
「
教
行
信
証
」
の
中
に
も
、
も
う
一
つ
明
ら
か
に

出
て
お
ら
な
い
よ
う
に
思
う
と
曽
我
先
生
は
言
う
。「
わ
し
は
頭
が

悪
い
か
ら
、
よ
く
分
か
ら
ぬ
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
」
と
曽

我
先
生
は
断
っ
て
お
ら
れ
る
。「
教
行
信
証
」
に
も
は
っ
き
り
出
て

お
ら
な
い
し
、
他
の
聖
教
を
読
ん
で
も
ど
う
も
こ
れ
は
明
瞭
で
は

な
い
。
善
導
大
師
な
ど
は
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か

し
善
導
大
師
も
法
然
上
人
も
も
う
ひ
と
つ
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
先
の
蓮
如
上
人
の
「
お
文
」
の
中
に
も
、



ど
う
も
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
。

ど
こ
に
は
っ
き
り
出
て
お
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
他
な
ら
な

ぬ
『
歎
異
抄
』
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
特
徴
、
優
れ

た
特
徴
と
い
う
の
は
、「
現
生
不
退
」
と
い
う
問
題
が
も
っ
と
も
明

瞭
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

た
と
え
ば
第
一
章

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を

ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ

ろ
の
を
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め

た
ま
ふ
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば

れ
ず
、
た
だ
信
心
を
」

こ
の
信
心
が
い
ま
申
し
ま
し
た
、
あ
あ
い
う
意
味
だ
と
い
う
の

で
す
。

「
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
」
、
信
心
と
い
う
の
は
親
心
を
戴

く
こ
と
だ
と
。
子
供
が
親
心
を
忘
れ
て
、
な
ま
じ
自
分
の
力
で
親

孝
行
し
よ
う
な
ど
と
い
う
自
力
を
捨
て
て
、
捨
て
る
の
で
は
な
い
、

捨
て
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
そ
う
い
う
親
心
で
あ
っ
た
か
」

と
親
心
に
抱
か
れ
た
と
き
に
、
も
う
親
孝
行
し
よ
う
な
ど
と
い
う

痩
せ
我
慢
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
、
こ
の
信
心
で
あ
る
。

そ
れ
が
大
事
だ
と
い
う
。

「
そ
の
ゆ
へ
は
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん

が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
」
。
そ
こ
で
そ
の
後
、
「
し
か
れ
ば
本

願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
の
こ
の
人
生
の
生
涯
を
行
く
の
に
、
「
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
」

信
じ
た
以
上
は
と
。
こ
の
「
信
ぜ
ん
に
は
」
と
い
う
言
葉
に
は
ど

う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う

で
す
が
、
「
信
ず
る
か
ら
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
、
親
孝

行
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
他
人
を
救
う
と
か
、
他
人
の
た
め
に
働

く
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
要
じ
ゃ
な
い
。

「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
、
悪
を
も
お
そ
る
べ
か

ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
へ
に
と
」

念
仏
そ
の
も
の
だ
け
で
、
こ
の
人
生
を
ズ
ー
ッ
と
生
き
て
行
け
る
、

と
。「
現
生
」
で
す
ね
。
生
き
て
行
っ
て
、
二
度
と
後
戻
り
し
な
い
。

「
不
退
」
で
あ
る
。
途
中
で
投
げ
出
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
最

後
ま
で
こ
れ
で
生
き
抜
け
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
「
自
覚
自
証
」
。

こ
れ
が
第
一
章
に
ハ
ッ
キ
り
出
て
い
る
。

く
ど
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
誰
も
『
歎
異
抄
』
な
ど
読
ん
で
、

最
初
に
ど
う
も
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
と
言
う
は
、
無
善

造
悪
の
「
機
」
だ
と
い
う
問
題
。
そ
れ
か
ら
「
定
散
」
、
親
孝
行
等

と
い
う
こ
と
は
必
要
な
い
の
だ
と
い
う
。
親
孝
行
は
必
要
な
い
と

い
う
の
で
は
な
い
、
大
い
に
必
要
な
の
で
す
が
、
そ
の
や
ろ
う
と

す
る
こ
と
が
、
見
当
違
い
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
み
ん
な



最
初
に
引
っ
掛
か
る
の
で
す
ね
。
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
。

そ
れ
じ
ゃ
あ
も
う
道
徳
な
ど
な
く
て
良
い
の
か
。
そ
れ
に
は
表

か
ら
そ
う
言
う
け
れ
ど
も
、
裏
に
「
宿
業
感
」
を
置
い
て
い
る
か

ら
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
。
じ
ゃ
あ
こ
の
「
宿
業
感
」
は
ど

う
し
て
出
て
来
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ま
た
困
っ
た
こ
と
に
こ

の
「
自
覚
自
証
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
お
い

お
い
中
に
入
っ
て
行
け
ば
そ
う
な
る
の
で
す
が
。
お
お
ざ
っ
ぱ
な

見
当
か
ら
言
え
ば
、「
宿
業
感
」
も
結
局
は
「
自
覚
自
証
」
な
の
で

あ
る
。
宿
業
感
を
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
自
覚
自
証
。

表
か
ら
言
え
ば
「
現
生
不
退
」
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
。

念
仏
往
生
の
誓
願
の
バ
ッ
ク
に
宿
業
感
が
あ
る
。
表
と
裏
で
あ

る
。
子
供
と
は
親
に
心
配
を
か
け
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
掛
け
ざ

る
を
得
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
第
一
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ

と
か
ら
し
て
、
親
そ
の
も
の
か
ら
、
親
不
孝
で
あ
ろ
う
が
、
親
孝

行
で
あ
ろ
う
が
、
親
と
切
り
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
関
係
で
生
ま

れ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
。
何
か
そ
の
間
に
、
そ
の
関
係
を
自
分

で
勝
手
に
出
来
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
か
ら
、
親
孝
行
し
て
や

る
と
か
、
親
を
安
心
さ
せ
て
や
ろ
う
と
か
、
親
に
済
ま
な
い
と
か

そ
う
い
う
他
人
心
が
出
て
来
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
自
体
が
悪
で
あ

る
。も

っ
と
突
き
詰
め
て
言
え
ば
子
供
と
し
て
生
ま
れ
た
存
在
そ
の

も
の
が
悪
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
悪
そ
の
も
の
が
「
い
や
、

善
を
し
よ
う
」
と
言
っ
た
ら
そ
れ
自
身
矛
盾
し
て
い
る
。
善
を
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
悪
に
な
る
。
誰
も
し
か
し
そ
う
は
思

わ
な
い
で
、「
い
や
、
親
孝
行
す
る
」「
世
の
た
め
に
働
く
」「
人
を

救
う
」
。
そ
う
や
っ
て
善
を
す
る
。
善
を
積
み
世
の
中
の
た
め
に
し

よ
う
と
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に
か
結
果
的
に
見
る
と

え
ら
い
と
ん
で
も
な
い
贈
賄
を
し
て
い
た
。
な
ど
と
い
う
結
果
に

な
る
。

宮
崎
の
小
さ
い
問
題
に
し
ろ
。
中
央
の
松
野
さ
ん
に
し
て
も
で

す
ね
。
あ
る
意
味
で
は
気
の
毒
な
感
じ
も
す
る
の
だ
ね
。
は
じ
め

か
ら
そ
う
い
う
気
持
ち
で
や
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
い
つ

の
間
だ
か
、
政
治
家
と
し
て
大
い
に
活
躍
し
よ
う
。
あ
る
い
は
日

本
を
救
お
う
な
ど
と
思
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
最
初
は
。
そ
う

思
っ
て
や
っ
て
る
内
に
、
善
を
善
を
と
思
っ
て
る
内
に
悪
を
や
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
新
聞
な
ど
で
何
月
何
日
に
何

か
こ
う
い
う
交
渉
を
し
て
か
ら
そ
こ
で
急
に
悪
に
な
っ
た
と
か

、

誰
か
が
あ
る
時
期
に
贈
賄
し
た
こ
と
に
な
っ
て
、
今
ま
で
の
立
場

が
ど
う
な
っ
た
と
か
、
ど
れ
も
こ
れ
も
善
と
悪
と
が
ハ
ッ
キ
リ
区

別
立
て
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
あ
あ
い
う
こ
と

を
書
い
て
い
る
人
自
身
、
自
分
の
こ
と
を
何
と
か
思
わ
な
い
の
か

と
こ
う
言
い
た
く
な
る
。
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
贈
収
賄
は
良
い



と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
が
。
自
民
党
な
ど
で
は
、
あ
れ
を
正
直

に
た
た
き
出
し
た
ら
、
お
互
い
に
自
民
党
自
身
が
成
り
立
た
な
く

な
っ
て
来
る
。
と
い
う
気
持
ち
も
ヤ
ッ
パ
リ
あ
る
の
で
は
な
い
か

な
。「
定
散
自
力
の
信
行
」
に
対
し
て
、「
無
善
造
悪
の
機
」
。
そ
こ

に
宿
業
感
と
い
う
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
立
て
な
い
限
り
、
あ
の
問
題

は
分
か
ら
な
い
。
時
期
が
来
れ
ば
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
う
の

が
、
落
ち
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
言
う
こ
と
は
。
何
か
と
言

う
と
、
そ
の
根
本
に
「
信
心
」
と
い
う
問
題
が
、
こ
の
人
生
は
こ

こ
だ
け
の
世
界
と
思
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。
こ
こ
だ
け
の
世
界
は

い
つ
で
も
、
本
願
の
世
界
と
の
関
係
、
バ
ッ
ク
の
世
界
に
支
え
ら

れ
て
の
、
つ
ま
り
信
心
、
こ
ち
ら
は
信
心
の
世
界
。

信
心
に
裏
付
け
さ
れ
た
人
生
行
路
で
あ
る
の
を
、
本
願
の
世
界

の
こ
と
は
全
然
問
題
に
し
な
い
で
、
い
や
人
生
は
俺
の
力
で
、
我
々

の
力
で
人
生
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
善
を
励
ん
で

世
の
た
め
人
の
た
め
や
っ
て
行
く
の
だ
と
。
そ
う
言
っ
て
る
内
に
、

な
ん
だ
か
、
そ
れ
も
怪
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

第
一
章
の
、
た
と
え
ば
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他

の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
。
悪

を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪

な
き
が
ゆ
へ
に
」
。
善
悪
の
世
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
善
悪
に
と
ら

わ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
善
悪
を
超
え
て
、
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う

に
あ
ら
ゆ
る
ア
ン
テ
ナ
か
ら
ワ
ン
ワ
ン
と
一
杯
放
送
が
入
っ
て
来

る
中
で
、
た
だ
一
つ
静
か
に
そ
う
い
う
も
の
に
煩
わ
さ
れ
な
い
で
、

静
か
に
音
も
な
い
、
声
も
な
い
静
か
な
一
つ
の
道
だ
け
が
あ
る
。

そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
「
念
仏
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を

「
信
心
」
と
言
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
信
心
は
世
の
中
の
為
に
な
る
と
い
う
も
の
で
も
な
け
れ

ば
、
世
を
救
う
と
い
う
も
の
で
も
何
で
も
な
い
。
人
の
た
め
に
何

を
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

な
お
曽
我
先
生
が
『
歎
異
抄
聴
記
』
を
書
か
れ
た
の
は
、
終
戦

直
前
の
昭
和
十
七
年
頃
ら
し
い
で
す
か
ら
。
そ
の
時
に
こ
う
い
う

こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
現
代
、『
歎
異
抄
』
が
日
本
の
一
般
の

人
、
特
に
知
識
階
級
に
非
常
に
も
て
囃
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は

お
か
し
い
。
知
識
階
級
の
人
々
が
注
目
し
て
こ
れ
を
読
む
よ
う
に

な
っ
て
い
る
根
本
原
因
は
、
こ
の
第
一
章
の
「
し
か
れ
ば
本
願
を

信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
・
・
」
、
こ
の
言
葉
、
つ
ま

り
概
念
的
に
言
え
ば
「
現
生
不
退
」
の
問
題
が
こ
こ
に
出
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

（

以
下
録
音
な
し

)


