
大
地
大
会

講
師

宮
城
顗

浄

土

真

実

の

行

二
〇
〇
一
年
六
月
十
七
～
二
十
日



目

次

浄
土
真
宗
の
行

１

1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

は
じ
め
に

1

「
論
主
の
回
向
」
と
は
天
親
菩
薩
の
存
在
そ
の
も
の
が
願
力
回
向

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…2

回
向
は
回
向
と
い
う
考
え
が
あ
る
の
で
な
い
、
回
向
と
い
う
事
実

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

が
あ
る

2

私
の
上
に
ま
で
開
か
れ
て
き
た
そ
の
仏
法
を
讃
嘆
す
る
、
讃
嘆
は

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

必
ず
発
願
と
な
っ
て
歩
ま
れ
る

3

作
願
は
帰
命
の
こ
こ
ろ
、
帰
命
し
た
法
が
私
の
上
に
歩
み
を
開
い

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

て
く
る

3

…
…
…
…
…
…
…
…

「
呼
応
・
感
応
」
、
そ
し
て
「
相
応
」

4

…
…
…

南
無
阿
弥
陀
仏
は
呼
び
か
け
と
同
時
に
応
答
の
言
葉

4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

感
成

5

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

身
を
も
っ
て
う
な
ず
く

5

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

相
応
は
法
の
成
就

6

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

流
通
物

8

…
…
…
…
…
…
…
…

流
通
物
と
い
う
事
実
か
ら
離
れ
て
い
く

8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
無
明
業
障
」

9

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
了
仏
智

1
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
三
の
失

1
1

十
三
の
失
が
出
て
く
る
一
番
根
っ
こ
は
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
と
な
し
」

1
3…

自
力
の
執
心
の
深
さ
は
、
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
に
よ
る

1

4

業
障
は
私
の
存
在
に
根
ざ
し
た
障
り
、
自
力
の
執
心
は
、
わ
れ
わ

…
…
…
…

れ
の
意
識
で
お
こ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

1
4

…
…
…
…
…
…
…

不
了
仏
智
、
信
前
の
疑
い
と
信
後
の
疑
い

1
5

…
…
…
…

私
の
自
力
の
執
心
を
照
ら
す
も
の
が
第
十
七
願

1
5

浄
土
真
実
行

２

1
7

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
自
専
す
べ
か
ら
ず
」

1
7

「
師
子
心
中
の
虫
」
と
は
内
か
ら
流
通
を
妨
げ
て
い
る
者
と
い
う

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

批
判

1
9

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

流
通
の
歴
史

2
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

流
通
分

2
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

弥
勒
付
属

2
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

弥
勒
の
背
後
に
い
る
の
は
天
人

2
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

兜
率
天
は
二
重
の
構
造

2
2

六
道
を
貫
い
て
「
思
い
」
に
生
き
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
は
ら
む
も



…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
は
退
屈

2
2

…
…
…

与
え
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
は
思
い
で
尽
く
せ
な
い

2
2

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

天
人
五
衰
、
存
在
が
問
わ
れ
る

2
3

…
…
…
…
…
…
…
…

菩
薩
の
最
後
身
、
人
間
の
最
後
の
問
題

2
3

…
…
…
…
…
…

阿
難
は
仏
を
問
い
、
弥
勒
は
人
間
を
問
う
た

2
4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

胎
生
の
問
題

2
4

疑
城
胎
宮
は
「
受
諸
快
楽
」
と
「
不
了
仏
智
」
と
「
不
見
三
宝
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…2

5

阿
弥
陀
仏
国
を
な
ぜ
願
う
の
か
と
い
う
問
い
が
、
懐
感
禅
師
の
問

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

い

2
5

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

懈
慢
界
の
相

2
6

生
活
の
片
隅
に
お
け
る
信
心
生
活
、
そ
れ
は
自
己
満
足
、
自
己
陶

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

酔

2
6

…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
行
巻
」
標
挙
の
文
は
目
印
・
旗
印

2
7

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
循
環
方
向
」

2
7

…
…
…
…
…
…
…

「
浄
土
真
実
の
行
」
の
六
つ
の
押
さ
え
方

2
8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
行
」
を
、
宗
さ
ん
が
「
道
」

2
8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

浄
土
と
は
清
浄
に
す
る
動
詞

2
9

…
…
…
…
…
…
…
…
…

浄
土
の
行
と
は
「
清
浄
に
す
る
土
」

2
9

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
行
と
は

3
0

浄
土
真
実
の
行

３

3
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

方
便
と
は

3
2

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

真
実
と
は

3
3

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

場
所
、
場
が
は
た
ら
く

3
3

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
乗
海

3
4

「
一
乗
と
は
積
極
教
学
だ
」
、
人
間
か
ら
出
発
す
る
教
学
で
は
な

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

く
て
、
人
間
に
出
発
す
る
教
学

3
4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

深
広
無
涯
底

3
6

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
得
其
妙
宝
」
と
「
得
其
底
泥
」

3
7

…
…
…
…
…
…
…

願
と
は
そ
れ
こ
そ
、
せ
ず
に
お
れ
ん
も
の

3
8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

海
の
は
た
ら
き

3
8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

転
成

3
9

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

尽
十
方
無
碍
光

4
2

…
…
…
…

「
さ
わ
り
が
あ
る
か
ら
本
当
の
自
由
が
あ
る
」

4
3

…
…
…
…
…
…
…
…
…

人
間
の
心
は
二
重
底
、
所
求
と
情
願

4
3

…
…
…
…
…
…

現
実
を
思
い
に
閉
じ
込
め
て
絶
望
し
て
い
る

4
4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

さ
わ
り
の
日
本
人
の
感
覚

4
4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

日
本
の
楽
器

4
5

浄
土
真
実
の
行
４

4
8

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
行
と
は

4
8

目 次



…

文
類
、
「
王
者
の
魂
」
と
は
歴
史
に
ま
で
な
っ
て
い
る
魂

5

0

…
…
…
…

「
証
実
際
」
と
は
「
仏
道
の
根
芽
を
生
ぜ
ず
」

5
1

七
地
沈
空
と
は
仏
道
を
求
め
て
歩
み
続
け
て
仏
道
を
見
失
っ
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…5
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

諸
仏
の
加
勧

5
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
逆
流
体
験
」

5
2

「
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
の
な
ら
や
め
て
お
け
。
せ
ず
に
お

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

れ
な
い
の
な
ら
や
れ
」

5
3

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
本
誓
願
」

5
4

…

「
浄
土
の
行
」
と
は
歴
史
に
呼
応
し
て
き
た
人
々
の
歩
み

5

4

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

有
漏
の
心

5
5

自
分
の
ほ
う
か
ら
真
実
を
求
め
て
い
く
。
真
実
の
ほ
う
か
ら
の
問

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

い
か
け
を
聞
き
流
し
な
が
ら

5
5

…
…
…
…
…
…
…

「
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
正
し
い
思
想
」

5
6

…

此
岸
の
分
際
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て
彼
岸
を
願
生
す
る

5
7

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

親
鸞
聖
人
は
七
深
信

5
8

…
…
…
…
…
…
…

「
至
」
は
真
な
り
。
「
誠
」
は
実
な
り
」

6
0



- 1 -

浄
土
真
宗
の
行

１

（
二
〇
〇
一
年
六
月
十
八
日
）

宮
城

顗

■

は
じ
め
に

ど
う
も
よ
う
こ
そ
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
今
年
四
十
年
を
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
会
を
発
起
い
た
し
ま
し
た
と

き
に
は
、
と
て
も
そ
う
い
う
こ
と
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
あ
一
年
、
一
年
呼
び
出
さ
れ
て
参
加
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
こ
う
し
て
四
十
年
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
方
々
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
。
ま
あ
、
文
字
ど
お
り
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
を

思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
世
間
の
ほ
う
で
申
し
ま
す
と
、
四
十
年
と
い
う
年
月
の
間
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
っ
て
く
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
特
に
今
朝
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
年
も
参
加
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
大
河
内
君
が
、
彼
と
し
て
は
気
楽
な
気
持
ち
で
一
晩
だ
け
病
院
に
泊
ま
っ
て
、
カ
テ
ー
テ
ル
で
脳
検
査
だ

け
を
受
け
る
つ
も
り
で
行
っ
た
ら
、
予
想
以
上
に
悪
っ
か
た
ら
し
く
て
結
局
、
風
船
療
法
で
す
か
、
あ
れ
を
ま
た
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
し
ば
ら
く
入
院
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
と
重
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
全
体

を
つ
つ
ん
で
生
き
ん
そ
の
今
朝
、
宗
さ
ん
が
お
話
く
だ
さ
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
な
願
い
の
流
れ
が
ず
っ
と
今
日
ま
で
護
持
さ
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
十
回
目
の
と
き
か
ら
藤
元
君
が
安
田
先
生
の
ご
講
義
を
受
け
て
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
講
題
を
も
っ
て
講
義
を
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
一
途
に
彼
が
繰
り
返
し
言
っ
て
お
り
ま
し
た
よ
う
に
、
教
え
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
者
に
は
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
教
え
を
受
け
た
者
に
は
、
教
え
を
受
け
た
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
そ
の

責
任
を
身
を
も
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
彼
も
動
か
な
い
足
を
無
理
し
て
応
え
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
彼
一
流
の
「
こ
ん
な
こ
と

な
ら
、
先
生
の
講
義
を
聞
く
ん
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
ジ
ョ
ー
ク
を
飛
ば
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
責
任
が
せ
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
聞

浄土真宗の行 １
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く
ん
で
な
か
っ
た
と
い
う
彼
一
流
の
ジ
ョ
ー
ク
で
笑
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
深
い
聞
い
た
者
と
し
て
の
感
動
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
れ
に
う
な
が
さ
れ
て
の
講
義
を
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。

■

「
論
主
の
回
向
」
と
は
天
親
菩
薩
の
存
在
そ
の
も
の
が
願
力
回
向

ま
あ
こ
れ
は
、
今
度
の
連
絡
誌
を
見
た
ら
載
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
年
ち
ょ
っ
と
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
藤
元
君
が
曇
鸞
の

『
論
註
』
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
に
お
き
ま
し
て
上
巻
の
方
で
す
が
、
五
念
門
の
行
を
ず
っ
と
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の

回
向
門
の
と
こ
ろ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
論
主
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
を
、
ま
あ
私
な
ど
は
ほ
ん
と
う
に
た
だ
こ
の
言
葉
を
天
親
論
主
が
述
べ
て
く
れ
て
い

る
回
向
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
に
ス
ッ
と
読
ん
で
終
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
元
君
が
、
こ
の
「
論
主
の
回
向
」
と
い
う
そ
れ
は

た
ん
に
天
親
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
回
向
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
曇
鸞
大
師
に
と
っ
て
天
親
菩
薩
と
い
う
存
在
そ
の
も

の
が
回
向
な
ん
だ
と
願
力
回
向
で
す
。
天
親
菩
薩
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
願
力
回
向
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
具
体
的
に
私
の
上
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
と
、
そ
う
い
う
「
論
主
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
を
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
藤
元
君
が
お
さ
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

■

回
向
は
回
向
と
い
う
考
え
が
あ
る
の
で
な
い
、
回
向
と
い
う
事
実
が
あ
る

そ
し
て
、
そ
の
と
こ
ろ
で
、
た
だ
回
向
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
回
向
と
い
う
考
え
を
説
い
て
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
回
向
と
い
う
事
実
が
説
か
れ
て
い

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
も
指
摘
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
曇
鸞
に
と
っ
て
は
、
天
親
論
主
が
回
向
そ
の
も
の
、
そ
し
て
、

私
に
と
っ
て
は
安
田
先
生
が
ま
さ
し
く
回
向
そ
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
彼
は
言
い
切
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
遡
れ
ば
そ
れ
こ
そ
七
高
僧
、
親
鸞
聖
人
、
そ
し
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
特
に
直
接
的
に
は
、
今
朝
、
法
名
の
前
に
座
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
先
生
方
で
す
ね
。
そ
し
て
こ
の
会
を
こ
う
し
て
荘
厳
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
す
べ
て
が
ま
さ
し
く
回
向
だ
と
、
願
力
回
向
の
不
思
議
を
私

に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
か
そ
う
い
う
聞
法
の
場
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
聞
法
の
場
と
い
う
の
は
、
回
向
の
と
き
に
出
会
う
場
な
ん
で
し

ょ
う
。
よ
き
人
、
そ
の
よ
き
人
と
い
う
こ
と
に
は
師
と
友
と
そ
し
て
、
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ
る
人
に
と
い
う
、
そ
の
人
々
に
お
い
て
、
そ
の
自
ら
に
願

力
回
向
の
事
実
に
う
な
が
さ
れ
て
く
る
。
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
場
と
し
て
聞
法
の
場
と
い
う
こ
と
は
開
か
れ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

■ 「論主の回向」とは天親菩薩の存在そのものが願力回向
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す
。

■

私
の
上
に
ま
で
開
か
れ
て
き
た
そ
の
仏
法
を
讃
嘆
す
る
、
讃
嘆
は
必
ず
発
願
と
な
っ
て
歩
ま
れ
る

何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
場
に
お
い
て
よ
き
人
を
と
お
し
て
、
私
の
上
に

ま
で
開
か
れ
て
き
た
そ
の
仏
法
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
、
そ
の
讃
嘆
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
讃
嘆
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
必
ず
自
ら
の
発
願
と
い

う
こ
と
、
自
ら
の
願
心
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
と
も
な
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
「
嘆
仏
偈
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
徳
を
讃
嘆
さ
れ
る
。
そ
の
「
嘆
仏
偈
」
の
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
偈
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
内
容
を
見
ま
す
と
い
う

と
、
分
量
で
ど
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
し
か
し
十
一
頁
一
行
目
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
後
か
ら
三
行
目
で
す
ね
。
「
光
明
威
相

震
動

大
千
」
、
そ
こ
ま
で
が
讃
嘆
の
言
葉
で
す
ね
。
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
一
段
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
後
か
ら
三
行
目
「
願
我
作
仏

斉
聖
法
王
」
か
ら
は
、
法

蔵
自
身
の
願
心
が
う
た
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
十
三
頁
の
最
後
ま
で
、
そ
れ
は
発
願
の
偈
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
発
願
で

す
ね
。
讃
嘆
し
て
居
眠
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
ほ
ん
と
う
に
そ
こ
に
讃
嘆
せ
ず
に
お
れ
ん
も
の
に
出
あ
っ
た
と
い
う
と
き
、

そ
れ
は
必
ず
そ
の
こ
と
に
自
ら
も
生
き
ず
に
お
れ
な
く
な
る
と
、
そ
う
い
う
、
そ
れ
こ
そ
今
日
、
宗
さ
ん
が
発
遣
の
言
葉
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
、
そ
う
い
う
意
味
が
そ
こ
に
う
な
が
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
讃
嘆
は
必
ず
発
願
と
な
っ
て
歩
ま
れ
て
い
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

ね
。
逆
に
い
え
ば
讃
嘆
の
な
い
発
願
な
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
野
心
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

自
分
の
思
い
に
立
っ
て
、
自
分
の
思
い
を
成
し
遂
げ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
つ
ま
り
仏
法
讃
嘆
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
な
ら
ば
、

た
と
え
仏
法
に
つ
い
て
の
発
願
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
や
は
り
個
人
的
な
野
心
の
い
と
な
み
で
し
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
讃
嘆
と
発
願
と
い

う
こ
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

■

作
願
は
帰
命
の
こ
こ
ろ
、
帰
命
し
た
法
が
私
の
上
に
歩
み
を
開
い
て
く
る

こ
れ
は
ま
あ
、
発
願
は
五
念
門
の
上
で
申
し
ま
す
と
、
作
願
門
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
作
願
門
に
つ
い
て
は
、

こ
の
句
は
こ
れ
讃
嘆
門
な
り
と
は
。
「
願
生
安
楽
国
」
は
、
こ
の
一
句
は
こ
れ
作
願
門
な
り
。
天
親
菩
薩
帰
命
の
言
な
り
。

（
聖
典
一
六
九
頁
）
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■ 「呼応・感応」、そして「相応」

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
作
願
は
帰
命
の
こ
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
帰
命
の
こ
こ
ろ
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

帰
命
の
こ
こ
ろ
、
帰
命
し
た
法
が
私
の
上
に
歩
み
を
開
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
こ
に
作
願
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
決
し
て
個
人
的
な
意
志
で
お
こ
す
願
心
で

は
な
い
。
そ
う
い
う
や
は
り
讃
嘆
と
い
い
作
願
と
い
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
思

わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
ま
さ
に
そ
の
讃
嘆
に
お
い
て
応
え
て
い
く
、
そ
こ
に
呼
応
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

■

「
呼
応
・
感
応
」
、
そ
し
て
「
相
応
」

ま
あ
曽
我
先
生
は
「
感
応
道
交
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
ま
し
た
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
『
浄
土
論
』
は
「
相
応
」
と
い
う
、
仏
教
を
相
応
す
る

と
い
う
。
「
呼
応
・
感
応
」
、
そ
し
て
「
相
応
」
と
い
う
、
こ
う
通
ず
る
言
葉
が
あ
ら
た
め
て
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
「
呼
応
」
で

す
ね
。
そ
う
い
う
一
つ
に
は
や
は
り
呼
び
か
け
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
呼
応
と
い
う
言
葉
に
は
当
然
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
呼
び
か
け
る
言
葉
と
応
答
す
る
言
葉
と
、
呼
び
か
け
て
応
答
と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
に
応
答
す
る
言
葉
と
、
呼
び
か
け
て
応
答
と
い
う
意

味
が
や
は
り
一
つ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
呼
び
か
け
と
応
答
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
何
か
そ
こ
に
す
き
間
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
安
田
先
生
が
応
答
に
対
し
て
返
答
と
い
う
こ
と
を
ご
注
意
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
返
答
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
こ
に
同
時
と
い
う
こ
と
は
成

り
立
た
な
い
、
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
呼
び
か
け
を
聞
い
て
、
そ
れ
に
応
え
て
い
く
と
。
そ
こ
に
は
そ
れ
こ
そ
時
間
的
に
も
、
あ
る
い
は
意
識
の
上
に

お
い
て
も
、
そ
こ
に
ズ
レ
と
い
い
ま
す
か
、
隙
間
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
の
呼
応
と
い
う
呼
び
か
け
に
対
し
て
応
答
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
じ

つ
は
返
答
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が
う
、
呼
び
か
け
と
応
答
の
間
に
は
、
安
田
先
生
は
よ
く
お
使
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
「
打
て
ば
響
く
」
と
い
う
言
葉

で
す
ね
。
打
て
ば
響
く
と
い
う
言
葉
を
そ
こ
に
あ
げ
て
、
応
答
と
い
う
と
き
は
打
て
ば
響
く
と
い
う
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
な
ん
の
す
き
間
も
な
い
と

い
い
ま
す
か
、
同
時
性
で
す
ね
。
呼
び
か
け
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
全
身
を
も
っ
て
そ
れ
に
う
な
ず
き
答
え
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
な
ん
だ
と
。

返
答
と
い
う
と
き
に
は
自
分
の
思
い
で
答
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
残
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
呼
び
か
け
を
聞
い
て
、
聞
い
た
思
い
に
お

い
て
あ
ら
た
め
て
返
答
す
る
と
い
う
。
け
れ
ど
も
応
答
と
い
う
こ
と
は
同
時
な
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
同
時
性
を
あ
ら
わ
す
の
が
呼
応
と
い
う
言
い
方
な

ん
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

■

南
無
阿
弥
陀
仏
は
呼
び
か
け
と
同
時
に
応
答
の
言
葉
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そ
う
い
う
一
口
で
い
え
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
呼
び
か
け
る
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
応
答
の
言
葉
な
ん
だ
と
、
そ
し

て
そ
の
呼
び
か
け
る
言
葉
と
し
て
お
さ
え
る
と
申
し
ま
す
か
、
受
け
と
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
本
願
の
言
葉
と
い
う
意
味
を
も
つ
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
応
答
の
言
葉
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
る
と
き
に
は
信
心
の
言
葉
で
す
。
本
願
の
言
葉
が
信
心
の
言
葉
と
し
て
そ
こ
に
ひ
ら
か
れ
て
い

く
。
そ
う
い
う
呼
応
と
い
う
の
は
応
答
の
世
界
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
聞
い
た
そ
の
う
な
ず
き
の
深
さ
が
そ
の
ま
ま
自
ら
の
願
心
の
言
葉
と
し
て
歩
ま
れ

て
い
く
、
そ
う
い
う
姿
が
呼
応
の
世
界
と
い
う
よ
う
に
も
い
え
る
か
と
思
う
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

感
成

そ
れ
に
対
し
て
感
応
と
い
う
言
葉
も
、
呼
応
と
い
う
言
葉
と
あ
る
意
味
で
重
な
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
身
を
も
っ
て
感
受
す
る
と
い
う
、
ま

あ
こ
の
感
と
い
う
言
葉
も
む
つ
か
し
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
善
導
大
師
は
感
成
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
三
二
十
頁
に
三
行
目
で
ご

ざ
い
ま
す
が
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
韋
提
希
の
別
選
で
す
ね
。
韋
提
希
が
諸
仏
の
国
土
を
覩
見
せ
し
め
ら
れ
て
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
を
求
め
る
と
い
う

そ
の
一
段
の
と
こ
ろ
に
、
善
導
大
師
が
こ
の
言
葉
を
ず
っ
と
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
『
大
無
量
寿
経
』
の
展
開
を
そ
の
ま
ま
お

さ
え
て
あ
る
と
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

弥
陀
の
本
国
四
十
八
願
な
る
こ
と
を
明
か
す
。
願
願
み
な
増
上
の
正
因
を
発
せ
り
。
因
に
依
っ
て
勝
行
を
起
こ
せ
り
。

（
聖
典
三
二
〇
頁
）

と
。
正
因
、
勝
行
、
そ
し
て
「
行
に
依
っ
て
勝
果
を
感
ず
。
果
に
依
っ
て
勝
報
を
感
成
せ
り
」
。
こ
れ
は
全
部
『
大
無
量
寿
経
』
の
上
巻
の
展
開
で
す

ね
。
い
わ
ゆ
る
科
文
の
言
葉
と
し
て
勝
因
段
、
勝
行
段
、
勝
果
段
、
勝
報
段
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
後
ろ
の
科
文
を
見
て
い
た
だ
け
ば
、
そ
こ
に
あ

げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
展
開
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
し
て
「
果
に
依
っ
て
勝
報
を
感
成
せ
り
。
報
に
依
っ
て
極
楽
を
感
成
せ

り
」
と
、
そ
う
い
う
感
成
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
極
楽
と
い
う
の
は
認
識
す
る
世
界
で
な
く
、
感
成
す
る
世
界
だ
と
い
う
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
ね
。

■

身
を
も
っ
て
う
な
ず
く

そ
こ
に
い
う
な
ら
ば
、
私
ど
も
の
分
別
で
う
な
ず
く
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
。
身
を
も
っ
て
う
な
ず
く
。
そ
の
身
と
い
う
の
は
、
時
と
世
を
つ
つ
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■ 相応は法の成就

ん
で
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
時
と
世
を
生
き
て
い
る
身
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
生
活
の
全
体
を
あ
げ
て
感
ず
る
と
。
身
が
感
ず
る
。
存
在
そ
の
も
の
が
感
ず

る
。
そ
う
い
う
意
味
が
感
応
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

ま
あ
、
曽
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
感
応
道
交
と
い
う
言
葉
は
、
私
は
よ
く
は
理
解
し
て
お
り
ま
せ
ん
け
ど
、
た
だ
感
ず
る
の
は
業
が
感
ず
る

ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
い
う
な
ら
ば
法
の
歴
史
と
身
の
歴
史
で
す
ね
。
業
の
歴
史
と
が
ま
さ
に
そ
こ
に
相
い
応
ず
る
。
何
か
そ
う
い
う
道
交
と
い
う

よ
う
な
言
葉
で
す
ね
。
そ
う
い
う
感
応
の
世
界
で
す
。

で
す
か
ら
呼
応
と
か
感
応
と
い
う
言
葉
は
、
や
は
り
こ
れ
は
一
人
ひ
と
り
の
上
に
大
き
な
目
覚
め
と
し
て
開
か
れ
い
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

ま
さ
に
「
仁
者
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
お
い
て
、
ま
あ
宗
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
た
言
葉
で
は
願
生
心
を
も
っ
て
我
と
な
す
と
い
う
。
そ
う
い
う
歩
み
が
そ

こ
に
開
か
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
呼
応
と
感
応
で
す
ね
。

■

相
応
は
法
の
成
就

そ
れ
に
対
し
て
い
え
ば
、
相
応
と
い
う
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
法
の
成
就
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま

す
。
ま
あ
、
同
じ
と
い
え
ば
同
じ
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
相
応
と
い
う
言
葉
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
曇
鸞
大
師
は
仏
教
と
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
を

凾
蓋
相
称
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
箱
の
蓋
と
身
が
一
つ
に
合
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
す
が
た
で
す
ね
。
二
つ
の
も
の
が

ぴ
た
っ
と
一
つ
に
合
う
。
ぴ
た
っ
と
一
つ
に
合
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
世
界
が
開
か
れ
る
。
箱
の
蓋
と
身
が
ぴ
た
っ
と
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
箱
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
箱
が
成
り
立
つ
こ
と
に
お
い
て
蓋
は
蓋
と
な
り
、
身
は
身
と
な
る
。
法
と
同
時
に
機

が
成
就
す
る
。
そ
う
い
う
二
つ
の
も
の
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
が
成
就
し
開
か
れ
る
。
そ
し
て
開
か
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
二
つ
の
も
の
が

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
成
就
す
る
。
そ
う
い
う
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
を
相
応
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
安
田
先
生
が
相
応
と
い
う
と
き
に
二
つ
の
も
の
を
一
つ
に
す
る
、
結
合
す
る
。
結
合
す
る
の
に
第
三
者
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
が
相
応

と
い
う
あ
り
方
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
相
応
と
い
う
の
は
意
識
現
象
な
ん
だ
と
。
意
識
現
象
、
つ
ま
り
花
な
ら
ば

花
と
い
う
意
識
が
お
こ
る
と
き
は
、
そ
こ
に
必
ず
美
し
い
と
か
、
ほ
し
い
と
か
と
い
う
感
情
と
か
意
志
が
必
ず
と
も
な
っ
て
お
こ
る
。
意
識
現
象
に
は
、

必
ず
そ
う
い
う
感
情
や
意
志
と
い
う
も
の
が
と
も
な
っ
て
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
仏
も
外
か
ら
何
か
が
お
こ
さ
し
た
と
か
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
花
の
意



- 7 -

浄土真宗の行 １

識
そ
の
も
の
が
自
ず
と
そ
う
い
う
意
識
を
相
応
し
て
と
も
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
相
応
と
い
う
言
葉
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
安
田
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
相
応
と
か
呼
応
と
い
う
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
私
ど
も
の
歩
み
と
い
う
こ
と
の
上
で
い
え
ば
、
名
号
と
信
心
。
名
号
と
信
心
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
上
に
相
応
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

名
号
の
外
か
ら
信
心
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
名
号
に
信
心
を
加
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
相
応
し
呼
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
相
応
の
、
い
う
な
ら
ば
法
の
世
界
で
す
ね
。
仏
教
相
応
の
、
法
の
世
界
に
お
い
て
一
人
ひ

と
り
が
呼
応
し
て
い
く
。
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
業
に
お
い
て
呼
応
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
展
開
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
こ
に
「
行
巻
」
は
大
行
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
大
行
と
い
う
こ
と
を
午
前
中
宗
さ
ん
が
根
本
的
な
こ
と
を
お
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
あ
そ
こ
で
言
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
そ
う
い
う
一
人
ひ
と
り
の
上
に
「
仁
者
た
だ
決
定
し
て
こ
の
道
を
尋
ね
て
行

け
」
（
聖
典
二
二
〇
頁
）
と
い
う
、
そ
う
い
う
声
に
な
っ
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
人
々
、
そ
う
い
う
人
々
の
歴
史
と
な
っ
て
私
に
ま
で
開
か

れ
て
き
て
い
る
も
の
、
そ
こ
に
大
行
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
行
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
私
ど
も
に
は
修
行
と
い
う
、
何
事
か
を
修
め
て

い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
修
行
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
身
に
つ
い
て
お
り
ま
す
。
身
に
つ
い
て
お
る
と
い
っ
て
も
、
修
行
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
け
ど
。
た
だ
概
念
と
し
て
は
何
か
行
と
い
え
ば
、
努
力
し
て
行
じ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
か
ら
み
つ
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
大
行
と
い
う
言
葉
が
「
大
行
と
は
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
け
ど
、
わ
か
ら
ん
わ
け
で
す
ね
。
無
碍
光
如
来

の
名
を
称
す
る
、
そ
れ
が
大
行
だ
と
「
行
巻
」
の
最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
「
行
巻
」
と
い
い
ま
し
て
も
、
そ
の
こ
と
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
一
つ
を
明
ら
か
に
し
展
開
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
き
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
し
か
し
何
か
行
と
い
う
と
き
に
ど
う
し
て
も

私
ど
も
が
、
そ
う
い
う
修
行
と
い
う
意
識
で
す
ね
。
ほ
ん
と
う
に
お
か
し
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
私
ど
も
は
怠
け
て
ば
か
り
お
る
ん
で
す
け
ど
、
怠

け
て
お
る
だ
け
に
何
か
い
さ
さ
か
で
も
事
を
な
し
た
と
い
う
、
お
さ
め
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
は
も
う
握
り
し
め
て
離
さ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う

い
さ
さ
か
で
も
自
分
が
な
し
た
と
い
う
意
識
ほ
ど
力
に
な
る
も
の
は
な
い
わ
け
で
す
。
怠
け
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
自
分
が
つ
ん
だ
善
根
は
手
離
せ
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
超
え
ら
れ
ず
に
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
大
行
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
う
な
ず
け
て
い
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
少
し
で
も
尋
ね
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
る
わ
け
で
す
け
ど
。



- 8 -

■ 流通物

■

流
通
物

た
だ
こ
う
い
う
呼
応
と
が
相
応
と
か
感
応
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。
い
う
な
ら
ば
仏
法
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
呼
応
と
か

相
応
と
か
感
応
と
か
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
っ
て
く
る
の
は
、
つ
ま
り
呼
応
と
い
う
こ
と
が
私
の
上
に
成
り
立
つ
の
は
や
っ
ぱ
り
そ
れ
こ
そ
言
葉
と
し

て
、
あ
ら
た
め
て
「
流
通
物
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
の
言
葉
が
ず
っ
と
こ
の
と
こ
ろ
心
に
か
か
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ

に
「
如
来
の
教
法
は
、
総
じ
て
流
通
物
な
れ
ば
な
り
」
（
聖
典
六
五
五
頁
）
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も

た
ず
と
い
う
こ
と
も
う
な
ず
か
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
仏
法
は
流
通
物
だ
と
。
流
通
と
い
う
こ
と
は
流
布
通
入
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

十
方
に
ひ
ろ
く
流
布
し
、
一
切
の
存
在
に
通
入
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
法
と
い
う
と
お
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
流
通
物
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
の
言
葉
に
出
あ
う
と
き
に
、
呼
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
上
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
流
通
物
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
じ
つ
は
そ
う
い
う
仏
法
は
「
如
来
の
教
法
は
、
総
じ
て
流
通
物
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
ほ
ん

と
う
に
身
を
す
え
て
み
ま
す
と
、
で
は
な
ぜ
流
通
し
て
い
な
ん
だ
と
い
う
、
自
分
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
に
、
ほ
ん
と
う
に
生
活
の
事
実
と

な
っ
て
私
の
上
に
流
通
し
て
お
る
の
か
と
い
う
、
そ
こ
に
私
が
聞
法
し
た
こ
と
が
私
に
か
か
わ
り
の
あ
る
周
り
の
人
々
に
そ
の
ま
ま
な
ぜ
流
通
し
て
い

か
な
い
の
か
。
仏
法
が
流
通
物
、
如
来
の
教
法
が
流
通
で
あ
れ
ば
、
仏
法
を
如
来
の
教
法
を
開
い
た
と
い
う
事
実
は
自
ず
と
流
通
し
て
い
く
は
ず
な
ん

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
そ
う
は
な
ら
な
い
。
何
か
如
来
の
教
法
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
い
つ
の
ま
に
か
閉
じ
ら
れ
て
い
く
。
世
界
が
閉
じ

ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
広
が
ら
ず
に
逆
に
固
ま
っ
て
い
く
と
い
う
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が

「
如
来
の
教
法
は
、
総
じ
て
流
通
物
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
す
と
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
の
前
に
身
を
す
え
さ
せ
ら
れ
て
み
ま
す
と
、

そ
う
い
う
問
い
が
あ
ら
た
め
て
お
こ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
こ
の
一
年
も
や
も
や
と
し
て
お
る
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
、
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

■

流
通
物
と
い
う
事
実
か
ら
離
れ
て
い
く

最
近
あ
ら
た
め
て
こ
の
流
通
物
と
い
う
言
葉
が
心
に
か
か
わ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
何
か
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
私
た

ち
は
ど
う
す
れ
ば
仏
法
を
伝
え
て
い
け
る
の
か
、
組
織
を
考
え
た
り
、
会
の
あ
り
方
を
考
え
た
り
、
ま
あ
い
ろ
い
ろ
に
苦
労
を
重
ね
も
し
て
お
る
わ
け
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で
す
が
、
し
か
し
、
如
来
の
教
法
は
流
通
物
だ
と
す
れ
ば
、
じ
つ
は
わ
れ
わ
れ
が
何
か
流
通
を
さ
ま
た
げ
て
お
る
。
あ
る
い
は
流
通
物
の
事
実
に
か
え

ら
せ
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
さ
ま
た
げ
て
お
る
も
の
が
、
私
ど
も
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
へ
の
懴
悔
と
い
う
こ
と
な
し
に
教
法
と
い
う

も
の
が
伝
わ
る
の
か
と
い
う
で
す
ね
。
何
か
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
集
め
て
、
何
と
か
し
て
仏
法
を
伝
え
て
と
力
む
わ
け
で
す
け
ど
、
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

あ
る
意
味
で
は
流
通
物
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
離
れ
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
背
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
ま
あ
最
近
の
問
題
と
し
て
い
れ
ば
、
共
生
と
い
う
こ
と
が
よ
く
口
に
さ
れ
ま
す
ね
。
ど
う
す
れ
ば
共
生
し
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
生

懸
命
に
議
論
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
来
私
ど
も
は
共
生
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
共
生
の
い
の
ち
を
た
ま
わ
っ
て
お
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
い

の
ち
と
深
く
か
わ
り
合
っ
た
、
そ
れ
こ
そ
ね
ん
ご
ろ
な
い
の
ち
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。

ね
ん
ご
ろ
と
い
う
、
こ
れ
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、
根
絡
む
と
い
う
「
古
語
辞
典
」
な
ど
見
て
み
ま
す
と
、
ね
ん
ご
ろ
と
い
う
言
葉
は
も
と
「
根
か
ら

む
」
と
い
う
言
葉
か
ら
き
て
い
る
と
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
互
い
に
根
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
者
と
し
て
共
に
生
き
て
お
る
。
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し

て
互
い
に
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
生
か
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
公
害
と
い
う
問
題
も
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
。
人
間
が

人
間
中
心
に
人
間
の
都
合
で
生
き
て
い
く
と
き
に
、
他
の
生
き
物
を
抹
殺
し
た
り
、
圧
迫
し
た
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
や
っ
ぱ
り
公
害
と
い
う
か
た
ち

で
人
間
に
か
え
っ
て
き
て
お
る
。
人
間
に
か
え
っ
て
く
る
の
は
、
い
の
ち
は
バ
ラ
バ
ラ
じ
ゃ
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
人
間
の
い
の
ち
は
人
間
の
い
の
ち
、

他
の
い
の
ち
は
他
の
い
の
ち
、
バ
ラ
バ
ラ
な
ら
人
間
が
人
間
中
心
に
生
き
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
済
む
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
根
が
か
ら
み
合
っ
て
あ
る

と
い
う
、
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
人
間
の
行
為
が
そ
の
ま
ま
人
間
に
か
え
っ
て

き
て
お
る
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
私
ど
も
は
そ
う
い
う
共
生
の
事
実
を
覆
い
隠
し
て
お
る
も
の
、
見
え
な
く
さ
せ

て
お
る
も
の
を
少
し
も
振
り
返
ら
ず
に
、
ど
う
す
れ
ば
こ
れ
か
ら
共
生
し
て
い
け
る
か
と
。
ま
た
ま
た
人
間
の
思
い
に
立
っ
て
共
生
と
い
う
あ
り
方
を

築
い
て
い
こ
う
と
し
て
お
る
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
な
い
か
と
。
そ
の
こ
と
は
仏
法
流
通
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
何
が
さ
ま
た
げ
て
い
る

の
か
。
そ
の
さ
ま
た
げ
て
お
る
も
の
を
深
く
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
何
が
ま
た
、
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
築
い
て
い
く
、
何
か
願
わ
し
い

状
態
と
し
て
仏
法
流
通
の
世
界
と
い
う
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
あ
る
ん
で
な
い
か
。

■

「
無
明
業
障
」
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で
は
、
そ
こ
に
何
が
さ
ま
た
げ
て
お
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
頭
に
浮
か
び
上
が
り
ま
す
の
は
、
善
導
大
師
の
『
法
事
讃
』
に

ご
ざ
い
ま
す
。
「
無
明
業
障
」
と
い
う
あ
の
言
葉
が
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
、

過
現
の
諸
仏
皆
来
り
て
化
す
れ
ど
も
、
無
明
業
障
も
て
相
逢
は
ず
。
慙
愧
す
。

（
聖
全
一
・
五
八
七
頁
）

と
。
逢
い
な
が
ら
逢
わ
ず
に
お
る
。
歴
史
の
中
に
生
か
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
「
相
逢
わ
ず
」
で
す
ね
。
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
お
る
。
「
皆
来
り
て

化
す
れ
ど
も
」
、
し
か
も
「
相
逢
わ
ず
」
と
。
そ
れ
は
「
無
明
業
障
を
も
っ
て
」
、
そ
こ
に
「
慚
愧
す
」
と
。
こ
れ
は
、
『
法
事
讃
』
の
下
巻
の
方
で

す
け
ど
も
、
上
巻
の
方
に
は
「
我
無
明
障
重
く
し
て
、
仏
出
に
逢
は
ず
」
（
聖
全
一
・
五
六
一
頁
）
で
す
ね
。
上
巻
に
お
い
て
も
下
巻
に
お
い
て
も
通

じ
て
こ
う
い
う
言
葉
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
無
明
業
障
と
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
蓬
如
上
人
は
『
御
文
』
に
お
い
て
三
度
、
こ
の
言
葉
が
と
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
二
帖
目
の
十
三
通
で
す
ね
。

こ
の
光
明
の
縁
に
あ
い
た
て
ま
つ
ら
ず
は
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
、
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
の
な
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
も
っ
て
、

あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

（
聖
典
七
九
二
頁
）

と
。
お
そ
ろ
し
き
病
と
は
致
命
傷
に
な
る
と
。
こ
れ
は
そ
の
次
の
十
五
通
の
終
わ
り
の
方
で
す
ね
。

こ
と
ご
と
く
無
明
業
障
の
ふ
か
き
つ
み
と
が
た
ち
ま
ち
に
消
滅
す
る
に
よ
り
て
、

（
聖
典
七
九
四
頁
）

と
、
そ
の
光
明
の
縁
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
二
帖
目
十
三
通
の
『
御
文
』
に
「
次
に
当
流
の
安
心
の
お
も
む

き
を
」
（
聖
典
七
九
一
頁
）
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
は
、
五
帖
目
十
三
通
と
五
帖
目
十
二
通
に
繰
り
返
し
重
ね
て
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
そ
こ
に

も
、
こ
の
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
と
い
う
問
題
意
識
の
深
さ
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
何
か
そ
う
い
う
も
の
が
自
ず
と
あ
ら
わ
れ
て
あ
る
の
か
な
と

い
う
こ
と
も
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

不
了
仏
智

そ
し
て
、
そ
の
無
明
と
い
う
言
葉
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
一
番
広
く
は
煩
悩
全
体
を
さ
し
ま
す
し
、
お
さ
え
て
い
え
ば
愚
痴
・
無
知
と
い
う
言
葉
で

お
さ
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
浄
土
門
仏
教
に
あ
り
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
不
了
仏
智
と
い
う
、
仏
智
を
さ
と
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
十
九
、

二
十
願
の
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
「
化
身
土
巻
」
」
の
は
じ
め
の
ほ
う
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
文
、
そ
し
て
『
如
来
会
』
の
文
が
あ
げ
ら
れ
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て
お
り
ま
す
。

仏
智
・
不
思
議
智
・
不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
ら
ず
し
て
、
こ
の
諸
智
に
お
い
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
。
し
か
も
な
お
罪

福
を
信
じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。

（
聖
典
三
二
八
頁
）

「
仏
智
、
不
思
議
智
、
不
可
思
議
智
、
大
乗
広
智
、
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
ら
ず
し
て
」
と
、
不
了
仏
智
で
す
ね
。
「
こ
の
諸
智
に
お
い
て
疑
惑
し

て
信
ぜ
ず
。
し
か
も
な
お
罪
福
を
信
じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
『
如
来
会
』
の
ほ
う
で
は
、

も
し
衆
生
あ
り
て
、
疑
悔
に
随
い
て
、
善
根
を
積
集
し
て
、
仏
智
・
普
遍
智
・
不
可
思
議
智
・
無
等
智
・
威
徳
智
・
広
大
智
を
希
求
せ
ん
。
自
ら

の
善
根
に
お
い
て
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。

（
聖
典
三
二
九
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
や
は
り
信
を
生
ぜ
し
め
な
い
も
の
、
そ
こ
に
不
了
仏
智
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
不
了
仏
智
と
い
う
と
き
に
は
、

そ
れ
は
必
ず
自
ら
の
善
根
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
ち
こ
ち
引
っ
ぱ
っ
て
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、

お
お
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
心
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
（
聖
典
三
五
六
頁
）

と
。
「
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
」
、
本
願
の
嘉
号
す
ら
己
が
善
根
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
「
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
お
さ
え
ら

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
前
の
、
「
真
に
知
り
ぬ
。
専
修
に
し
て
雑
心
な
る
も
の
は
大
慶
喜
心
を
獲
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
宗
師
（
善
導
）
は
」
と

い
っ
て
、
そ
こ
に
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
、
業
行
を
作
す
と
い
え
ど
も
心
に
軽
慢
を
生
ず
」
（
聖
典
三
五
五
頁
）
と
、
ず
っ
と
続
い
て
お

り
ま
す
。

■

十
三
の
失

こ
れ
は
ふ
つ
う
科
文
と
し
て
は
真
門
の
四
つ
の
失
と
科
文
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
こ
を
開
け
た
ま
ま
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
三
三

七
頁
の
一
行
目
か
ら
そ
こ
に
十
三
の
失
、
『
往
生
礼
讃
』
の
言
葉
と
し
て
、

も
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
す
る
者
は
、
百
は
時
に
希
に
一
二
を
得
、
千
は
時
に
希
に
五
三
を
得
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。

（
聖
典
三
三
七
頁
）

と
い
っ
て
、
「
い
ま
し
雑
縁
乱
動
す
、
正
念
を
失
す
る
に
由
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
は
一
で
す
ね
。
そ
し
て
、
「
仏
の
本
願
と
相
応
せ
ざ
る
が
ゆ
え
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に
」
、
こ
れ
が
二
、
そ
し
て
「
教
と
相
違
せ
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
三
、
そ
し
て
「
仏
語
に
順
ぜ
ざ
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
四
、
そ
し
て
「
係
念

相
続
せ
ざ
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
五
、
そ
し
て
「
憶
想
間
断
す
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
六
、
そ
し
て
「
回
願
慇
重
真
実
な
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
」
、

こ
れ
が
七
で
す
ね
。
「
貪
瞋
諸
見
の
煩
悩
来
り
間
断
す
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
八
、
そ
し
て
、
「
慚
愧
懺
悔
の
心
あ
る
こ
と
な
き
が
ゆ
え
に
。
懺
悔

に
三
品
あ
り
」
と
し
て
、
そ
こ
で
乃
至
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
十
三
の
内
、
九
つ
ま
で
が
こ
こ
に
引
か
れ
て
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
結
び
に
、
故
に
、

故
に
と
い
う
言
葉
が
、
つ
ま
り
理
由
句
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
文
が
じ
つ
は
三
五
五
頁
の
後
二
行
目
の
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ

と
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
。

こ
れ
が
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
、
業
行
を
作
す
と
い
え
ど
も
心
に
軽
慢
を
生
ず
」
、
こ
れ
が
十
で
す
ね
。
そ
し
て
「
常
に
名
利
と
相
応

す
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
十
一
、
そ
し
て
「
人
我
お
の
ず
か
ら
覆
い
て
同
行
・
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
ゆ
え
に
」
、
こ
れ
が
十
二
、
そ
し
て
「
楽

み
て
雑
縁
に
近
づ
き
て
、
往
生
の
正
行
を
自
障
障
他
す
る
が
ゆ
え
に
」
と
、
こ
れ
が
十
三
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

十
三
失
の
う
ち
十
番
目
か
ら
十
三
ま
で
が
真
門
結
釈
の
と
こ
ろ
に
改
め
て
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
こ
に
ち
ょ
っ
と
、
言
葉
を
親
鸞
聖
人
は

抜
い
て
お
ら
れ
る
。
い
ま
の
十
番
目
に
あ
た
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
か
の
仏
恩
を
念
報
せ
ざ
る
が
故
に
、
相
続
」
。
こ
こ
に
じ
つ
は
「
相
続
」

と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
ま
す
。
「
不
相
続
、
念
報
彼
仏
恩
故
」
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
こ
の
と
こ
ろ
で
「
相
続
」
と
い
う
言
葉
を
削
っ
て
お
ら
れ

ま
す
ね
。
そ
し
て
、
「
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
き
が
故
に
」
と
。
「
念
報
せ
ざ
る
が
故
に
」
と
、
そ
の
「
故
」
と
い
う
字
を
削
っ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
『
往
生
礼
讃
』
の
文
の
場
合
は
、
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
心
を
お
こ
さ
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
も
、

そ
れ
が
「
相
続
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
が
相
続
し
な
い
。
あ
る
意
味
で
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。

で
す
か
ら
相
続
せ
ず
と
い
う
と
き
に
は
、
あ
る
意
味
で
部
分
否
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し

多
く
の
場
合
相
続
せ
ず
。
念
報
し
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
相
続
せ
ず
。
そ
の
相
続
と
い
う
言
葉
を
削
っ
て
し
ま
っ
て
「
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と

な
し
」
と
。
つ
ま
り
、
振
り
返
っ
て
思
い
ま
す
と
き
、
私
ど
も
の
上
に
ほ
ん
と
う
の
知
恩
の
心
、
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
が
な
い
と
。
そ
し
て
、

こ
の
故
に
と
い
う
言
葉
を
削
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
「
心
に
」
こ
れ
も
換
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

心
に
軽
慢
を
生
じ
、
業
行
を
作
す
と
雖
も
常
に
名
利
と
相
応
す
る
が
故
に
。

（
聖
全
一
・
六
五
二
頁
）
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こ
れ
が
や
は
り
順
序
が
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
聖
人
は
「
業
行
を
作
す
と
い
え
ど
も
、
心
に
軽
慢
を
生
ず
」
と
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
「
常
に
名
利
と
相
応
す
る
が
ゆ
え
に
」
と
。
「
常
に
名
利
と
相
応
す
る
」
と
い
う
の
が
十
一
番
目
の
失
で
す
ね
。
十
三
失
と
い
う
と
き
に
は
、

こ
れ
が
十
一
番
目
の
失
と
し
て
、
前
の
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
の
が
十
番
目
の
失
と
数
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
あ
善
導
大

師
の
文
で
は
、
「
故
に
」
と
ち
ゃ
ん
と
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
確
か
に
こ
こ
で
一
つ
お
さ
え
が
さ
れ
て
お
る
。
故
に
、
故
に
と
い
う
言
葉
で
十
三
の
言

葉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
理
由
が
お
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
故
に
と
い
う
こ
と
を
削

っ
て
し
ま
わ
れ
る
。
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
、
業
行
を
作
す
と
い
え
ど
も
心
に
軽
慢
を
生
ず
」
。
つ
ま
り
、
自
己
の
善
根
を
た
の
み
に
し
、

自
己
に
固
執
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
、
最
初
の
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
、
そ
れ
を
「
故
に
」
が
削
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

■

十
三
の
失
が
出
て
く
る
一
番
根
っ
こ
は
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
」

そ
こ
に
一
つ
思
わ
れ
ま
す
こ
と
は
、
ど
う
も
こ
の
言
葉
は
、
十
三
の
中
の
一
つ
と
、
そ
う
は
親
鸞
聖
人
は
読
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
十
三
の
失
が

出
て
く
る
一
番
根
っ
こ
を
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
の
一
句
に
見
て
お
ら
れ
る
ん
で
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
自
ず
と
ひ
ら
か
れ
て

く
る
あ
り
方
が
十
三
の
失
と
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
あ
と
の
言
葉
で
す
ね
。
「
常
に
名
利
と
相
応
す
る
が
ゆ
え
に
」
、
そ
れ
か
ら

「
人
我
お
の
ず
か
ら
覆
い
て
同
行
・
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
故
に
」
と
、
そ
う
い
う
「
同
行
・
善
知
識
に
親
近
せ
」
し
め
な
い
。
こ
の
仏
恩
を
し
る

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
同
行
・
善
知
識
に
親
近
す
る
こ
と
も
成
り
立
た
な
い
。
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
「
わ
が
弟
子
、
人
の
弟
子
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
わ
が
弟
子
、
ひ
と
の
弟
子
」
、
逆
に
い
え
ば
、
わ
が
師
、
人
の
師
。
わ
れ
ら
が
先
生
と
固
執
す
る
と
い
う
か
、
と

ら
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
楽
楽
み
て
雑
縁
に
近
づ
き
て
、
往
生

の
正
行
を
自
障
障
他
す
る
が
ゆ
え
に
」
と
。
こ
の
「
自
障
障
他
」
と
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す

る
こ
と
な
く
」
と
い
う
こ
の
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
、
親
鸞
聖
人
は
「
な
し
」
と
、
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
」
と
。
ご
承
知
の

よ
う
に
「
無
」
は
体
の
否
定
で
す
ね
。
体
を
否
定
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
。
「
不
」
は
、
は
た
ら
き
、
用
を
否
定
す
る
ん
で
す
ね
。

し
な
い
と
い
う
。
相
続
し
な
い
と
。
だ
け
ど
無
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ほ
ん
と
う
に
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。
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■ 自力の執心の深さは、仏恩を念報することによる

そ
う
い
う
心
の
存
在
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
自
力
の
執
心
の
深
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

自
力
の
執
心
の
深
さ
は
、
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
に
よ
る

自
力
の
執
心
の
深
さ
は
、
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
何
か
こ
の
言
葉
を
非
常
に
親
鸞
聖
人
は
強
く

強
調
し
て
お
ら
れ
る
。
「
相
続
」
と
い
う
言
葉
を
削
っ
て
「
無
」
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
念
報
彼
仏
恩
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
う
な

ら
ば
全
面
否
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
は
全
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
呼
び
起
こ
し
て
く
る
か
と
い
う
と
、

「
常
に
名
利
と
相
応
す
る
」
と
。
結
局
、
名
利
の
い
と
な
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。
聞
法
し
て
お
る
と
い
っ
て
も
、
結
局
、
本
質
は
名
利
を
離
れ
な
い
。

そ
れ
か
ら
「
人
我
お
の
ず
か
ら
覆
い
て
同
行
・
善
知
識
に
親
近
せ
ず
」
と
。
そ
れ
こ
そ
宗
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
善
を
絶
対
化
す
る
と
き
、
悪
を
否

定
す
る
と
い
う
か
排
除
す
る
。
悪
を
排
除
す
る
善
。
相
対
的
な
善
が
絶
対
化
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
同
行
・
善
知
識
に
親

近
せ
ず
と
い
う
を
と
き
に
は
、
自
分
の
歩
み
し
か
思
っ
て
お
ら
ん
、
現
実
の
人
を
見
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
楽
み
て
雑
縁
に
近
づ
き
て
、
往
生
の

正
行
を
自
障
障
他
す
る
」
、
ま
あ
雑
縁
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
願
生
道
以
外
の
、
願
生
の
歩
み
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
縁
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か

し
、
そ
れ
は
い
う
な
ら
ば
自
己
関
心
で
す
。
自
己
関
心
に
お
い
て
動
く
。
仏
法
に
お
い
て
自
己
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
己
関
心
に

お
い
て
仏
法
を
と
ら
え
る
。
そ
の
結
果
が
名
利
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
名
利
に
と
ら
わ
れ
、
同
行
・
善
知
識
を
見
失
う
と
。
何
か
そ
こ
に
「
念
報
彼
仏

恩
」
と
い
う
こ
の
言
葉
が
そ
こ
に
大
き
な
、
い
う
な
ら
ば
転
回
軸
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

業
障
は
私
の
存
在
に
根
ざ
し
た
障
り
、
自
力
の
執
心
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
で
お
こ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

で
す
か
ら
無
明
業
障
と
い
う
こ
の
業
障
と
い
う
言
葉
は
、
ふ
つ
う
無
明
と
、
わ
れ
わ
れ
が
お
か
し
く
て
、
悪
業
と
し
て
の
障
り
を
お
さ
え
ら
れ
て
い

る
の
が
一
般
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
私
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
思
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
業
障
と
い
う
の
は
私
の
存
在
に

根
ざ
し
た
障
り
、
業
の
事
実
に
な
っ
て
い
る
障
り
で
す
。
自
力
の
執
心
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
で
お
こ
し
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
ひ
た
す
ら

仏
道
を
を
歩
ん
で
い
る
つ
も
り
が
、
そ
の
全
体
が
自
力
の
執
心
と
い
う
も
の
に
お
い
て
覆
わ
れ
て
お
る
。
そ
の
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
つ
も
り
の
全
体
が
、

そ
れ
こ
そ
「
か
の
仏
恩
を
念
報
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
自
力
の
執
心
で
す
ね
。
「
わ
が
身
を
た
の
み
わ
が
心
を
た
の
む
」

と
い
う
。
で
す
か
ら
不
了
仏
智
と
い
い
ま
し
て
も
世
間
的
に
い
え
ば
宗
教
心
豊
か
な
人
に
見
え
る
ん
で
す
。
善
根
を
積
む
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
善
根
を
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浄土真宗の行 １

積
ん
で
お
ら
れ
る
姿
に
お
い
て
は
、
非
常
に
経
験
な
宗
教
者
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
念
仏
者
と
い
う
姿
に
お
い
て
、
念
仏
の
心
に
背
い
て
お
る
と
い
う

い
う
問
題
で
す
ね
。
ひ
た
す
ら
な
る
宗
教
者
の
姿
を
と
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
よ
う
の
事
実
は
自
力
の
執
心
の
中
に
こ
も
っ
て
お
る
。
そ
こ
に
あ
ら
た
め

て
三
六
五
頁
の
三
行
目
か
ら
、
宗
祖
の
、

悲
し
き
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
已
来
、
助
・
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
え
に
、
出
離
そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
廻
を
度
る
に
、

微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
が
た
く
、
大
信
海
に
入
り
が
た
し
。
良
に
傷
嗟
す
べ
し
。
深
く
悲
歎
す
べ
し
。

（
聖
典
三
六
五
頁
）

と
、
こ
う
い
う
深
い
悲
嘆
述
懐
の
文
が
お
か
れ
ま
し
て
、
そ
こ
に
、

お
お
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
心
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
。
か

の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
。

（
同

頁
）

と
い
う
う
な
ず
き
が
お
か
れ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

不
了
仏
智
、
信
前
の
疑
い
と
信
後
の
疑
い

で
す
か
ら
、
仏
智
を
了
わ
ら
ず
と
い
う
こ
と
は
、
仏
智
と
い
う
も
の
を
前
に
お
い
て
、
そ
ん
な
も
の
は
信
じ
ら
れ
ん
と
、
そ
う
い
っ
て
お
る
わ
け
じ

ゃ
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
た
し
か
曽
我
先
生
が
疑
い
と
い
う
こ
と
に
信
前
の
疑
い
と
信
後
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

信
前
の
疑
い
と
い
う
の
は
、
文
字
ど
お
り
対
象
的
に
そ
の
教
え
を
疑
っ
て
い
く
、
ほ
ん
と
う
か
い
な
と
い
う
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
理
知
的
な
疑
い
で

す
か
ら
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
激
し
い
け
れ
ど
も
真
実
に
出
会
え
ば
、
そ
う
い
う
理
知
的
な
疑
い
は
晴
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
も
、
信
後
の
疑

い
は
も
っ
と
も
深
く
は
そ
う
い
う
先
ほ
ど
の
信
ず
る
と
い
う
方
だ
、
信
じ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
背
い
て
お
る
と
い
う
。
対
象
的
な
疑
い
じ
ゃ
な
く

て
、
も
っ
と
ど
う
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
ね
、
私
の
生
き
方
そ
の
も
の
と
な
っ
て
私
を
と
ら
え
て
い
る
疑
い
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
ど
も
が
自
分

を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
で
は
離
れ
る
と
い
う
こ
と
も
越
え
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
す
ね
。

■

私
の
自
力
の
執
心
を
照
ら
す
も
の
が
第
十
七
願

で
、
あ
る
意
味
で
そ
う
い
う
自
力
の
執
心
を
照
ら
し
出
し
て
く
る
も
の
、
私
の
上
に
私
の
自
力
の
執
心
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
も
の
が
第
十
七
願
な

ん
で
し
ょ
う
。
諸
仏
称
名
の
世
界
で
あ
り
、
十
方
衆
生
の
称
名
の
世
界
で
す
。
そ
の
十
七
願
と
い
う
も
の
が
開
か
れ
る
世
界
だ
け
が
自
力
の
執
心
の
、
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■ 私の自力の執心を照らすものが第十七願

つ
ま
り
、
無
明
の
業
障
と
い
う
も
の
に
う
な
ず
か
せ
る
、
自
覚
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

は
じ
め
て
無
明
業
障
の
自
覚
、
つ
ま
り
善
導
大
師
が
懴
悔
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
懺
悔
の
心
と
し
て
真
実
の
法
に
出
あ
わ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い

う
展
開
が
そ
こ
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
行
巻
」
に
は
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
が
標
挙
が
か
か
げ
ら
れ
て
、

そ
し
て
、
そ
の
下
に
細
註
と
い
わ
れ
ま
す
「
浄
土
真
宗
之
行

選
択
本
願
之
行
」
、
選
択
本
願
の
行
と
い
う
言
葉
が
お
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
こ

と
の
意
味
を
少
し
で
も
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
そ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
二
〇
〇
一
年
六
月
十
八
日
）
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浄土真実行 ２

浄
土
真
実
行

２

（
二
〇
〇
一
年
六
月
十
九
日
）
（
校
正
済
）

昨
日
も
ま
た
、
『
口
伝
鈔
』
に
出
て
い
ま
す
「
流
通
物
」
（
聖
典
六
五
五
頁
）
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
私
ど

も
は
頭
か
ら
、
い
か
に
し
て
仏
法
を
流
通
さ
せ
る
か
と
い
う
使
命
感
を
持
つ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
じ
つ
は
本
来
、
法
は
法
に
お
い
て
流
通

す
る
。
真
実
の
法
は
一
切
の
世
界
に
流
布
し
、
一
切
の
衆
生
に
通
入
す
る
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
言
葉
の
前
に
座
り
ま
す
と
き
、
逆
に
私
た
ち
が
そ
の
流
通
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
ら
を
省
み

る
こ
と
な
し
に
、
逆
に
い
ろ
い
ろ
と
計
画
し
努
力
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
自
身
が
一
つ
の
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
か
。

■

「
自
専
す
べ
か
ら
ず
」

「
流
通
物
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
覚
如
上
人
は
、
「
自
専
す
べ
か
ら
ず
」
（
六
五
五
頁
）
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
我
ら
の
物
と
し

て
、
言
う
な
ら
ば
専
有
で
す
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
親
鸞
聖
人
の
も
と
で
仏
法
に
遇
わ
れ
た
方
が
、
し
か
も
ど
う

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
か
、

常
陸
の
国
新
堤
の
信
楽
坊
、
聖
人
親
鸞
の
御
前
に
て
、
法
文
の
義
理
ゆ
え
に
、
お
お
せ
を
も
ち
い
も
う
さ
ざ
る
に
よ
り
て
、
突
鼻
に
あ
ず
か
り
て

（
聖
典
六
五
五
頁
）

と
。
こ
の
「
突
鼻
」
と
い
う
の
は
、
鼻
を
拉
が
れ
る
、
咎
め
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
咎
め
を
受
け
て
、
逆
に
そ
れ
な
ら
ば
と
い
っ
て
、

「
本
国
に
下
向
の
き
ざ
み
」
と
、
聖
人
の
も
と
を
去
っ
て
、
国
へ
帰
る
と
い
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、

御
弟
子
蓮
位
房
も
う
さ
れ
て
い
わ
く
、
「
信
楽
房
の
御
門
弟
の
儀
を
は
な
れ
て
、
下
国
の
う
え
は
、
あ
ず
け
わ
た
さ
る
る
と
こ
ろ
の
本
尊
を
め
し

か
え
さ
る
べ
く
や
そ
う
ろ
う
ら
ん
」
と
。
「
な
か
ん
ず
く
に
、
釈
親
鸞
と
外
題
の
し
た
に
あ
そ
ば
さ
れ
た
る
聖
教
お
お
し
。
御
門
下
を
は
な
れ
た

て
ま
つ
る
う
え
は
、
さ
だ
め
て
仰
崇
の
儀
な
か
ら
ん
か
」
」

（
同

頁
）

と
。
「
仰
崇
」
と
は
敬
い
尊
び
し
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
下
げ
渡
さ
れ
た
御
聖
教
な
ど
を
敬
い
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
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■ 「自専すべからず」

い
か
と
、
粗
末
に
扱
う
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
こ
と
で
取
り
返
す
べ
き
か
と
い
う
。
そ
の
と
き
に

聖
人
の
お
お
せ
に
い
わ
く
、
「
本
尊
・
聖
教
を
と
り
か
え
す
こ
と
、
は
な
は
だ
、
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
親
鸞
は
弟
子

一
人
も
も
た
ず
、
な
に
ご
と
を
お
し
え
て
弟
子
と
い
う
べ
き
ぞ
や
。
み
な
如
来
の
御
弟
子
な
れ
ば
、
み
な
と
も
に
同
行
な
り
。
念
仏
往
生
の
信
心

を
う
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
の
御
方
便
と
し
て
発
起
す
と
、
み
え
た
れ
ば
、
ま
っ
た
く
親
鸞
が
、
さ
ず
け
た
る
に
あ
ら
ず
。
当
世
た
が
い

に
違
逆
の
と
き
、
本
尊
・
聖
教
を
と
り
か
え
し
、
つ
く
る
と
こ
ろ
の
房
号
を
と
り
か
え
し
、
信
心
を
と
り
か
え
す
な
ん
ど
と
い
う
こ
と
、
国
中
に

繁
昌
と
云
々

返
す
返
す
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
本
尊
・
聖
教
は
、
衆
生
利
益
の
方
便
な
れ
ば
、
親
鸞
が
む
つ
び
を
す
て
て
、
他
の
門
室
に
い
る
と

い
う
と
も
、
わ
た
く
し
に
自
専
す
べ
か
ら
ず
。
如
来
の
教
法
は
、
総
じ
て
流
通
物
な
れ
ば
な
り
。

（
聖
典
六
五
五
頁
）

と
、
こ
う
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
自
専
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
自
専
」
と
い
う
こ
と
で

す
。そ

こ
に
あ
り
ま
す
も
の
は
、
よ
く
い
え
ば
使
命
感
と
か
責
任
感
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
つ
ね
に
自
負
心
と
い
う
も
の
を
持
つ
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
我
ら
こ
そ
」
と
い
う
意
識
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
我
ら
こ
そ
」
と
い
う
意
識
に
お
い
て
「
自
専
」
す
る
と
い
う
こ
と
が

お
こ
る
。

そ
こ
に
い
つ
も
申
し
ま
す
仏
法
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
法
者
と
い
う
言
葉
も
い
ろ
い
ろ
と
使
い
ま
す
か
ら
一
概
に
い
え
な
い
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人

が
『
御
消
息
集
』
の
追
伸
と
し
て
加
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

領
家
・
地
頭
・
名
主
の
ひ
が
ご
と
す
れ
ば
と
て
、
百
姓
を
ま
ど
わ
す
こ
と
は
そ
う
ら
わ
ぬ
ぞ
か
し
。
仏
法
を
ば
や
ぶ
る
ひ
と
な
し
。
仏
法
者
の
や

ぶ
る
に
た
と
え
た
る
に
は
、
「
師
子
の
身
中
の
虫
の
師
子
を
く
ら
う
が
ご
と
し
」
と
そ
う
ら
え
ば
、
念
仏
者
を
ば
仏
法
者
の
や
ぶ
り
さ
ま
た
げ
そ

う
ろ
う
な
り
。

（
聖
典
五
七
四
頁
）

と
。
念
仏
者
を
破
り
妨
げ
る
者
は
仏
法
者
だ
と
、
「
師
子
身
中
の
虫
」
と
ま
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
か
な
る
世
間
の
権
力
者
と
い
え
ど
も
、

信
心
を
破
り
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
外
な
る
力
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
し
て
は
破
り
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
内
な
る
も
の

の
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
し
て
そ
の
仏
法
者
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
は
い
つ
も
見
て
い
た
だ
く
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
蓮
如
上
人
が
厳
し
い
言
葉
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
『
御
文
』
の
三
帖
目
の
一
二
通
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
い
に
し
え
近
年
こ
の
ご
ろ
の
あ
い
だ
に
、
諸
国
在
々
所
々
に
お
い
て
、
随
分
仏
法
者
と
号
し
て
、
法
門
を
讃
嘆
し
、
勧
化
を
い
た
す

と
も
が
ら
の
な
か
に
お
い
て
、
さ
ら
に
真
実
に
わ
が
こ
こ
ろ
当
流
の
正
義
に
も
と
づ
か
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
を
い
か
ん
と
い
う
に
、

ま
ず
か
の
心
中
に
お
も
う
よ
う
は
、
わ
れ
は
仏
法
の
根
源
を
よ
く
し
り
が
お
の
体
に
て
、
し
か
も
た
れ
に
相
伝
し
た
る
分
も
な
く
し
て
、
あ
る
い

は
縁
の
は
し
、
障
子
の
そ
と
に
て
、
た
だ
自
然
と
、
き
き
と
り
法
門
の
分
斉
を
も
っ
て
、
真
実
に
仏
法
に
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
は
あ
さ
く
し
て
、
わ

れ
よ
り
ほ
か
は
仏
法
の
次
第
を
存
知
し
た
る
も
の
な
き
よ
う
に
お
も
い
は
ん
べ
り
。

（
聖
典
八
一
一
頁
）

と
、
そ
う
い
う
者
を
仏
法
者
と
置
か
れ
て
い
ま
す
。

本
当
に
仏
法
、
教
え
の
前
に
我
が
身
を
す
え
て
、
そ
の
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
た
だ
私
た
ち
の
場
合
、
寺
に
生
ま
れ
た
お
か
げ
で
す
ね
。

「
縁
の
は
し
、
障
子
の
そ
と
に
て
」
、
何
と
な
く
そ
う
い
う
言
葉
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
と
。
「
た
だ
自
然
と
、
き
き
と
り
法
門
の
分
斉
」
と
お
さ
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
も
っ
て
、

真
実
に
仏
法
に
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
は
あ
さ
く
し
て
、
わ
れ
よ
り
ほ
か
は
仏
法
の
次
第
を
存
知
し
た
る
も
の
な
き
よ
う
に
お
も
い
は
ん
べ
り
。

と
い
う
。
そ
う
い
う
あ
り
方
を
仏
法
者
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
仏
法
者
こ
そ
、
仏
法
の
世
界
の
「
師
子
心
中
の
虫
」
だ
と

親
鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
。

■

「
師
子
心
中
の
虫
」
と
は
内
か
ら
流
通
を
妨
げ
て
い
る
者
と
い
う
批
判

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
ず
と
「
自
専
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
「
わ
れ
よ
り
ほ
か
は
仏
法
の
次
第
を
存
知
し
た
る
も
の
な
き
よ
う
に
お
も

い
は
ん
べ
り
」
と
。
そ
こ
に
自
ら
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
仏
法
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
者
と
。
そ
の
意
識
か
ら
人
々
に
向
か
っ
て
も
の
を
い
う
。
し
か
し

そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
じ
つ
は
仏
法
の
流
通
と
い
う
も
の
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
「
師
子
心
中
の
虫
」
と
い
う
厳
し
い
言
葉
で
す
。

ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
、
内
か
ら
流
通
を
妨
げ
て
い
る
者
と
い
う
批
判
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
る
意
味
で
、
そ
の
こ
と
の
自
覚
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
こ
と
を
絶
え
ず
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
自
分
の
所
か
ら
自
分
た
ち
の
力
で
と
い
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う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
大
き
な
妨
げ
を
な
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
押
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

た
だ
ま
あ
、
そ
れ
で
は
仏
法
は
流
通
物
な
の
だ
か
ら
、
ほ
っ
て
お
け
ば
、
何
も
し
な
け
れ
ば
、
一
番
仏
法
は
ス
イ
ス
イ
と
。
十
方
の
世
界
に
流
布
し

て
い
く
か
と
い
う
と
、
じ
つ
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
流
布
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
生
活
の
事
実
に
は
な
っ
て
こ
な
い
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
仏
法
の
内
に
あ
っ
て
、
「
我
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
も
破
れ
な
い
。

■

流
通
の
歴
史

そ
こ
に
や
は
り
、
私
た
ち
が
既
に
そ
の
内
に
あ
る
仏
法
と
い
う
も
の
に
呼
び
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
昨
日
、
宗
さ

ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
「
声
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
き
人
の
声
で
す
。
そ
う
い
う
よ
き
人
の
声
と
い
う
も
の
に
お
い
て
、
初
め
て
流
通

の
歴
史
に
帰
り
、
そ
し
て
そ
の
流
通
の
歴
史
と
い
う
も
の
に
、
つ
ね
に
あ
ら
た
に
呼
び
出
さ
れ
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
て
く
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

流
通
の
法
に
目
覚
め
、
流
通
の
法
を
言
葉
と
し
て
、
そ
の
流
通
の
法
に
呼
び
返
し
て
く
だ
さ
る
、
そ
う
い
う
よ
き
人
と
。
そ
の
流
通
を
伝
え
ら
れ
て

き
た
、
つ
ま
り
流
通
の
法
に
流
れ
て
い
る
願
心
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
願
心
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
も
昨
日
、
宗
さ
ん
が
「
願
生
心
を
も

っ
て
自
己
と
な
す
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
人
と
い
う
言
い
方
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
願
心
を
自
己
と
し
て
生
き
て
お
ら
れ
る
人

々
、
そ
う
い
う
人
々
の
声
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
法
に
私
た
ち
が
呼
び
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
。

■

流
通
分

流
通
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
経
典
に
は
東
晋
の
道
安
と
い
う
人
が
言
わ
れ
た
「
三
分
釈
」
で
す
。
経
典
を
い
た
だ
い
て
い
く
の
に
、
序
分
・

正
宗
分
・
流
通
分
と
、
三
つ
に
分
け
て
見
る
。
そ
う
い
う
三
分
釈
と
い
う
こ
と
が
、
経
典
を
い
た
だ
く
上
で
の
法
規
・
方
法
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
に
流
通
分
と
い
う
こ
と
が
、
法
が
説
か
れ
る
そ
の
後
に
必
ず
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
流
通
と
い
う
言
葉
が
、
併

せ
て
こ
こ
に
か
か
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
、
経
典
に
お
い
て
説
か
れ
た
教
法
の
流
通
を
、
そ
の
願
い
を
つ
ね
に
誰
か
に
託
す
る

と
い
う
か
た
ち
で
流
通
分
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
説
か
れ
た
教
法
の
流
通
を
託
す
る
、
願
い
を
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
無
量
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寿
経
』
の
場
合
は
、
八
六
頁
か
ら
が
流
通
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。

仏
、
弥
勒
に
語
り
た
ま
わ
く
、
「
そ
れ
、
か
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
乃
至
一
念
す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
当
に
知
る
べ
し
、

こ
の
人
は
大
利
を
得
と
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
の
功
徳
を
具
足
す
る
な
り
。

（
聖
典
八
六
頁
）

と
、
『
無
量
寿
経
』
の
説
法
の
全
体
が
、
こ
の
言
葉
に
凝
縮
と
い
い
ま
す
か
、
押
さ
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
を
弥
勒
に
流
通
す
る
こ
と
を
託
す
る
。

『
無
量
寿
経
』
の
流
通
分
は
、
「
弥
勒
付
属
」
と
い
う
言
葉
で
も
呼
ば
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
に
付
属
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
説
か
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。

■

弥
勒
付
属

『
無
量
寿
経
』
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
対
告
衆
が
二
人
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ふ
つ
う
一
つ
の
経
典
は
一
人
の
仏
弟
子
を
対
告
衆
と
し
て

説
か
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
『
無
量
寿
経
』
の
場
合
は
、
最
初
か
ら
五
七
頁
ま
で
は
、
ず
っ
と
阿
難
が
対
告
衆
で
ご
ざ
い
ま
す
。
五
七
頁
の
八
行
目

か
ら
、
弥
勒
が
呼
び
出
さ
れ
て
対
告
衆
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

阿
難
は
い
わ
ゆ
る
仏
弟
子
の
、
仏
法
を
聞
い
て
き
た
人
々
の
代
表
と
し
て
名
前
が
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
。
阿
難
と
い
う
人
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と

い
い
ま
す
か
、
複
雑
な
問
題
を
も
っ
た
方
で
す
が
、
『
無
量
寿
経
』
の
証
信
序
の
最
後
に
、
「
か
く
の
ご
と
き
ら
の
菩
薩
・
大
士
、
称
げ
て
計
う
べ
か

ら
ず
。
一
時
に
来
会
せ
り
き
」
（
聖
典
六
頁
）
と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
人
々
を
背
後
に
し
て
、
阿
難
は
仏
に
問
い
を
発
す
わ
け
で
す
。
阿
難
の
背
後
に

は
、
「
か
く
の
ご
と
き
ら
の
菩
薩
・
大
士
」
が
、
そ
う
い
う
無
量
無
数
の
菩
薩
・
大
士
、
声
聞
比
丘
衆
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

■

弥
勒
の
背
後
に
い
る
の
は
天
人

そ
れ
に
対
し
て
弥
勒
の
背
後
に
い
る
の
は
、
「
天
人
」
で
す
。
「
仏
、
弥
勒
菩
薩
・
も
ろ
も
ろ
の
天
人
等
に
告
げ
た
ま
わ
く
」
（
聖
典
五
七
頁
）
と

ご
ざ
い
ま
す
。
六
二
頁
に
も
、
「
仏
、
弥
勒
菩
薩
・
諸
天
人
等
」
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
う
背
景
が
全
く
違
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
天
人
は

六
道
の
存
在
で
す
。
阿
難
の
背
後
に
は
仏
弟
子
方
で
す
が
、
弥
勒
の
背
後
に
い
る
の
は
天
人
、
六
道
の
衆
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

弥
勒
菩
薩
と
い
う
存
在
を
問
題
と
し
て
非
常
に
問
う
て
く
れ
た
の
が
藤
元
君
で
す
。
藤
元
君
は
、
つ
ね
に
弥
勒
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
の
藤
元
君
が
こ
う
い
う
言
い
方
と
し
て
い
ま
し
て
、
「
阿
難
と
い
う
の
は
、
仏
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
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に
対
し
て
弥
勒
と
い
う
の
は
当
来
仏
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
当
来
、
つ
ま
り
未
来
で
す
。
釈
迦
牟
尼
仏
の
後
に
、
当
来
仏
と
し
て
生
ま
れ
て
く
だ
さ
る
と

説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
弥
勒
は
、
仏
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
。
弥
勒
の
問
い
は
、
「
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
だ
」
と
。
弥
勒
が

担
っ
た
問
題
、
そ
れ
は
人
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
阿
難
と
弥
勒
と
い
う
こ
と
の
対
照
的
な
存
在
意
義
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
弥
勒
が
呼
び
出
さ
れ
ま
す
五
七
頁
か
ら
後
に
は
、
人
間
の
現
実
相
で
あ
る
「
三
毒
五
悪
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
押
さ
え
ら
れ
て
ま
い
り

ま
す
人
間
の
生
活
の
現
実
相
、
そ
う
い
う
も
の
が
非
常
に
細
か
に
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

■

兜
率
天
は
二
重
の
構
造

弥
勒
と
い
う
の
は
兜
率
天
に
い
る
わ
け
で
す
。
兜
率
天
と
い
う
の
は
二
重
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
、
内
院
と
外
院
で
す
。
二
種
構
造
を
も
っ
て
い

る
。
内
院
と
外
院
で
す
。
内
院
に
お
い
て
弥
勒
の
菩
薩
と
し
て
の
最
後
身
、
菩
薩
と
し
て
の
最
後
身
た
る
弥
勒
の
説
法
が
さ
れ
て
い
る
。
外
院
に
は
天

上
界
で
す
か
ら
天
人
た
ち
で
す
。
そ
う
い
う
二
重
構
造
を
も
っ
た
天
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
「
天
」
と
い
う
の
は
藤
元
君
の
言
葉
を
借
り
ま
す

と
、
「
理
想
主
義
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
理
想
主
義
は
夢
見
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
。

■

六
道
を
貫
い
て
「
思
い
」
に
生
き
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
は
ら
む
も
の
は
退
屈

つ
ま
り
六
道
と
い
う
の
は
、
六
道
を
貫
い
て
「
思
い
」
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
獄
と
い
う
の
は
自
分
の
思
い
が
引

き
裂
か
れ
て
い
る
。
現
実
に
自
分
の
思
い
が
引
き
裂
か
れ
て
、
う
め
い
て
い
る
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
天
上
界
は
思
い
が
満
足
し
た
世

界
で
す
ね
。
ま
さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
意
味
で
は
、
地
獄
と
天
上
界
と
、
ま
さ
に
天
地
が
分
け
隔
た
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
何
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
獄
は
こ
ん
な
思
い
を
し
て
、
な
ぜ
生
き
な
く
て
は
い
け
な
い
の

か
、
な
ぜ
こ
ん
な
思
い
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
謎
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
天
上
界
は
思
い
が
満
た
さ
れ
た
世
界
で
す
か
ら
、
ま

さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
は
ら
む
も
の
は
退
屈
と
い
う
問
題
で
す
。
思
い
が
満
た
さ
れ
た
後
の
退
屈
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

与
え
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
は
思
い
で
尽
く
せ
な
い

つ
ま
り
人
間
は
「
思
い
」
で
生
き
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
与
え
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
は
思
い
で
尽
く
せ
な
い
も
の
で
す
ね
。
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
の
い
の
ち
、
こ
の
身
に
い
た
だ
い
て
い
る
い
の
ち
は
、
思
い
の
届
か
な
い
深
さ
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
思
い
が
満
足
し
て



- 23 -

浄土真実行 ２

も
、
存
在
は
満
足
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
思
い
が
満
た
さ
れ
た
だ
け
で
は
救
わ
れ
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
思
い
が
満
た
さ
れ
た
と

き
は
、
天
に
も
踊
る
心
地
が
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
人
間
と
い
う
も
の
は
困
っ
た
こ
と
に
そ
う
い
う
喜
び
も
、
日
と
共
に
当
た
り
前
に
な
っ
て
く

る
。
そ
れ
は
新
た
な
る
感
動
と
い
う
も
の
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
。

■

天
人
五
衰
、
存
在
が
問
わ
れ
る

そ
こ
に
天
人
に
つ
い
て
は
天
人
五
衰
と
、
五
つ
の
衰
え
と
い
う
こ
と
で
す
。
喜
び
が
衰
え
て
い
く
。
五
つ
の
衰
え
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
一
番
最
後
が
自
分
の
い
る
べ
き
場
所
が
喜
べ
な
い
と
い
う
、
「
不
楽
本
居
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
さ
に
所
在
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

所
在
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
退
屈
と
い
う
問
題
で
す
。
虚
し
い
の
で
す
。
そ
れ
は
や
は
り
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
す
。
地
獄
は

何
の
た
め
に
、
こ
ん
な
思
い
を
し
て
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
、
置
か
れ
た
状
況
を
嘆
く
わ
け
で
す
。
天
上
界
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
こ
う

し
て
い
る
の
か
と
存
在
が
問
わ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
天
上
界
が
も
っ
て
い
る
問
題
と
い
う
も
の
が
あ

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

菩
薩
の
最
後
身
、
人
間
の
最
後
の
問
題

そ
こ
に
兜
率
天
で
は
菩
薩
の
最
後
身
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
つ
ま
り
仏
に
な
る
直
前
の
身
、
菩
薩
と
し
て
の
最
後
の
身
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
天
上
界
の
問
題
、
退
屈
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
生
き
て
あ
る
こ
と
の
意
味
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
問

題
を
担
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
最
後
身
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
の
最
後
の
問
題
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
最
後
は
存
在
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
と
。
こ
の
身
が
受
け
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
最
後
身
の
最
後
の
問
題
は
「
下
生
」
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
兜
率
天
か
ら
弥
勒
は
下
生
す
る
と
、
つ
ま
り
三
界
に
降
り
る

の
で
す
。
あ
る
意
味
で
、
い
か
に
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
突
破
す
る
か
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
突
破
せ
し
め
る
も
の
は
、
現
実
に
苦
悩
す
る
人
々
、
そ
の
人
々

と
ど
こ
で
一
つ
に
な
れ
る
の
か
で
す
。
そ
う
い
う
下
生
と
い
う
課
題
で
す
。
そ
こ
に
存
在
の
意
味
と
い
う
問
題
と
、
い
か
に
下
生
す
る
か
で
す
。

菩
薩
の
歩
み
と
い
う
こ
と
を
、
天
親
菩
薩
は
『
浄
土
論
』
の
二
十
九
種
荘
厳
の
一
番
最
後
に
菩
薩
四
種
功
徳
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

菩
薩
四
種
功
徳
の
最
後
、
第
四
番
目
は
無
仏
の
世
界
に
出
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
ま
し
ま
さ
ぬ
世
に
出
て
、
仏
法
に
生
き
る
と
。
そ
う
い
う
無
仏
の
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世
界
に
歩
み
出
る
。
こ
れ
も
や
は
り
下
生
の
問
題
で
す
ね
。
そ
う
い
う
無
仏
の
世
界
、
そ
れ
が
弥
勒
に
お
い
て
は
下
生
と
い
う
歩
み
と
し
て
、
ま
さ
に

三
毒
五
悪
の
世
界
に
歩
み
出
る
と
。

■

阿
難
は
仏
を
問
い
、
弥
勒
は
人
間
を
問
う
た

そ
こ
に
や
は
り
藤
元
君
が
、
「
弥
勒
の
問
題
は
、
人
間
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
い
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
阿
難
は
仏
を
問
う
た
。
弥
勒
は
ど
こ
ま

で
も
人
間
を
問
う
た
。
そ
の
弥
勒
に
『
無
量
寿
経
』
の
法
と
い
う
も
の
が
付
属
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
か

に
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
突
破
す
る
か
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
法
を
通
じ
て
、
つ
ね
に
い
う
な
ら
ば
到
達
し
た
と
こ
ろ
を
い
か
に
し
て

突
破
す
る
か
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

菩
薩
道
そ
の
も
の
で
い
い
ま
す
と
、
ご
承
知
の
「
七
地
沈
空
」
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
そ
の
沈
空
を
突
破
す
る
か
。
七
地
と
い
う
の
は
一
応

仏
道
を
成
就
し
た
、
成
す
べ
き
こ
と
を
成
し
終
わ
っ
た
と
。
そ
う
い
う
思
い
を
い
か
に
し
て
突
破
す
る
か
。

そ
し
て
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
は
阿
難
と
弥
勒
が
一
緒
に
呼
び
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
『
聖
典
』
の
八
〇
頁
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
弥
勒
が
慈
氏

菩
薩
と
い
う
名
で
挙
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
そ
の
時
に
仏
、
阿
難
お
よ
び
慈
氏
菩
薩
に
告
げ
た
ま
わ
く
」
と
、
こ
こ
で
は
阿
難
と
弥
勒
が

二
人
、
共
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
仏
道
そ
の
も
の
の
問
い
が
、
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
て
く
る
。

■

胎
生
の
問
題

そ
れ
が
何
か
と
い
う
。
そ
こ
に
「
汝
、
見
る
と
や
せ
ん
、
い
な
や
」
と
い
う
仏
か
ら
の
呼
び
か
け
を
と
お
し
て
、
「
か
の
国
の
人
民
、
胎
生
の
者
あ

り
。
汝
ま
た
み
る
や
、
い
な
や
」
（
聖
典
八
一
頁
）
と
、
「
胎
生
」
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
菩
薩
道
の
上
で
い
え
ば

「
七
地
沈
空
」
と
い
う
課
題
で
あ
り
ま
す
し
、
も
っ
と
広
く
我
々
の
こ
の
仏
道
、
念
仏
者
に
あ
っ
て
も
そ
こ
に
出
て
く
る
最
後
の
課
題
は
、
い
か
に
胎

生
を
突
破
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
抱
え
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
ま
り
ひ
た
す
ら
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
己
満
足
に
陥
る
、
あ
る
い
は
自
己
陶
酔
に
陥
る
。
し
か
も
そ
の
実
、
仏
法
に
お
い
て

自
己
が
つ
ね
に
問
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
自
分
の
中
に
仏
法
を
取
り
こ
む
と
、
自
選
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
自
己
満
足
に
陥

る
。
こ
の
「
大
行
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
背
後
に
は
、
そ
う
い
う
問
題
が
押
さ
え
ら
れ
る
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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■

疑
城
胎
宮
は
「
受
諸
快
楽
」
と
「
不
了
仏
智
」
と
「
不
見
三
宝
」

い
わ
ゆ
る
「
疑
城
胎
宮
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
疑
城
胎
宮
と
い
う
の
は
繰
り
返
し
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
言
葉
を
拾
い
ま
す
と
、
「
受
諸
快
楽
」

（
聖
典
八
一
頁
）
と
非
常
に
快
適
な
楽
し
み
に
満
ち
た
世
界
だ
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
少
し
間
が
あ
い
て
「
不
了
仏
智
」
で
す
。
そ
し
て
「
常
不
見
仏
。

不
聞
経
法
。
不
見
菩
薩

声
聞
聖
衆
」
と
い
う
。
こ
れ
は
後
の
方
の
言
葉
を
移
し
て
い
え
ば
、
「
不
見
三
宝
」
と
、
三
宝
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
と
い
う
。

こ
の
三
つ
で
胎
生
の
も
の
の
世
界
と
い
う
も
の
が
押
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
受
諸
快
楽
」
と
「
不
了
仏
智
」
と
「
不
見
三
宝
」
と
い
う
問

題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

阿
弥
陀
仏
国
を
な
ぜ
願
う
の
か
と
い
う
問
い
が
、
懐
感
禅
師
の
問
い

そ
う
い
う
胎
生
の
も
の
の
世
界
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
具
体
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
「
化
身
土
巻
」
の
三
三
〇
頁
に
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
の
中
に
、
懐
感
禅
師
の
『
群
疑
論
』
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、

問
う
、
『
菩
薩
処
胎
経
』
の
第
二
に
説
か
く
、
「
西
方
こ
の
閻
浮
堤
を
去
る
こ
と
十
二
億
那
由
他
に
懈
慢
界
あ
り
。
乃
至

意
を
発
せ
る
衆
生
、

阿
弥
陀
仏
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
す
る
者
、
み
な
深
く
懈
慢
国
土
に
着
し
て
、
前
進
ん
で
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ま
る
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
億
千
万
の
衆
、

時
に
一
人
あ
り
て
、
よ
く
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ず
」
と
云
云
。
こ
の
経
を
も
っ
て
准
難
す
る
に
、
生
を
得
べ
し
や

。

（
聖
典
三
三
〇
頁
）

と
い
う
問
い
を
、
源
信
僧
都
は
挙
げ
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
も
書
き
換
え
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
懐
感
禅
師
の
場
合
は
、
十
方
に
諸
仏
の
国
土
が
あ
る
。
そ
の
中
で
西
方
の
阿
弥
陀
仏
国
に
は
途
中
に
懈
慢

界
と
い
う
難
所
が
あ
り
陥
る
。
だ
か
ら
な
か
な
か
阿
弥
陀
仏
国
に
至
る
も
の
が
な
い
。
そ
れ
こ
そ
一
億
人
の
中
に
一
人
と
、
「
億
千
万
の
衆
、
時
に
一

人
あ
り
て
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
阿
弥
陀
仏
国
を
な
ぜ
願
う
の
か
と
い
う
問
い
が
、
懐
感
禅
師
の
問
い
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
途
中
で
懈
慢
界

に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
道
を
選
ぶ
の
か
。
な
ぜ
西
方
を
選
ぶ
の
か
と
、
そ
う
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
源
信
僧
都
は
、

直
接
に
自
分
は
既
に
懈
慢
界
に
あ
る
と
。
そ
の
懈
慢
界
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
こ
の
経
を
も
っ
て
准
難
す
る
に
、
生
を
得
べ
し
や
」
と
。
は
た
し
て

本
当
に
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
で
き
る
の
か
と
、
主
体
的
に
問
う
て
い
る
。
そ
う
い
う
問
い
に
変
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

と
に
か
く
懈
慢
界
と
い
う
言
葉
で
す
。
懈
慢
で
す
か
ら
、
懈
怠
・?

慢
で
す
。
懈
怠
・?
慢
な
る
も
の
の
陥
る
世
界
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
に
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■ 懈慢界の相

あ
る
も
の
は
自
己
満
足
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

懈
慢
界
の
相

懈
慢
界
の
相
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
略
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
菩
薩
処
胎
経
』
に
よ
り
ま
す
と
、
「
七
宝
の
床
、
展
転
す
」
と
い
う
言
葉

で
説
か
れ
て
い
ま
す
。
懈
慢
界
は
七
宝
の
床
が
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
世
界
だ
と
。
だ
か
ら
そ
の
世
界
の
住
人
が
東
を
見
れ
ば
、
七
宝
の
床
が
サ
ッ
と

見
る
よ
り
早
く
東
に
回
っ
て
き
て
い
る
と
。
北
の
方
に
目
を
振
り
向
け
れ
ば
、
そ
の
目
が
行
く
前
に
七
宝
の
床
が
ち
ゃ
ん
と
北
の
方
に
回
っ
て
き
て
い

る
と
、
「
展
転
す
」
で
す
。
く
る
く
る
回
っ
て
い
る
と
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
も
の
が
い
つ
も
目
に
し
て
い
る
の
は
、
七
宝
の
床
な
の
で

す
。
七
宝
の
床
と
い
う
の
は
、
仏
法
荘
厳
、
仏
法
に
お
い
て
荘
厳
さ
れ
た
床
と
。
で
す
か
ら
そ
こ
の
住
人
は
、
我
こ
そ
仏
法
の
内
に
あ
り
と
。
だ
け
ど

床
が
展
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
世
界
の
全
体
が
七
宝
の
床
で
は
な
い
と
、
一
部
分
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
部
分
だ
か
ら
ぐ
る
ぐ
る
回

れ
る
わ
け
で
、
全
体
が
七
宝
の
床
な
ら
ば
回
り
も
で
き
な
い
し
、
回
る
必
要
も
な
い
。

そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
住
人
は
い
つ
も
七
宝
の
床
し
か
見
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
事
実
は
目
の
入
っ
て
な
い
と
こ
ろ
は
、
ど
う
い
う
床
な
の
か
、

泥
土
で
あ
る
の
か
、
単
な
る
木
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
七
宝
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
と
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
悲

惨
な
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
自
分
の
生
き
て
い
る
世
界
の
現
実
を
知
ら
ず
に
、
た
だ
い
つ
も
我
は
仏
法
の
内
に
あ
り
と
。
あ
る
意
味
で
裸
の

大
将
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

生
活
の
片
隅
に
お
け
る
信
心
生
活
、
そ
れ
は
自
己
満
足
、
自
己
陶
酔

そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
生
活
の
片
隅
に
お
け
る
信
心
生
活
で
す
。
そ
れ
が
生
活
の
全
体
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
こ
に
満
足
し
て
い
る
。
そ

う
い
う
自
己
満
足
、
自
己
陶
酔
で
ご
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
仏
道
と
い
う
中
で
は
、
そ
の
問
題
が
一
貫
し
て
問
わ
れ
て
き
て
い
る
。
言
う
な
ら
ば
私
た
ち

が
、
我
が
力
に
よ
る
限
り
、
必
ず
行
き
つ
く
先
が
そ
う
い
う
自
己
満
足
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
曇
鸞
大
師
が
「
長
寝
大
夢
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
「
長
く
大
夢
に
寝
る
」
と
、
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
大
夢
と
は
何
か

と
い
う
と
、
自
己
に
夢
見
る
の
で
す
。
理
想
主
義
と
い
う
も
の
は
、
自
己
に
夢
見
る
も
の
で
す
ね
。
自
分
に
絶
望
し
て
い
る
も
の
が
理
想
に
生
き
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
あ
る
意
味
で
、
突
破
し
て
も
突
破
し
て
も
、
そ
の
突
破
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
深
い
自
己
満
足
を
呼
び
起



- 27 -

浄土真実行 ２

こ
し
て
く
る
。
あ
る
い
は
自
己
満
足
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
く
。

こ
れ
は
源
信
僧
都
は
、
「
頭
に
は
霜
雪
を
戴
き
て
も
、
な
お
希
望
は
尽
き
ず
」
（
聖
全
一
・
七
五
二
頁
）
と
。
こ
の
場
合
の
希
望
は
、
夢
・
自
己
期

待
で
す
。
自
分
に
対
す
る
期
待
で
あ
り
夢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
自
分
へ
の
夢
は
捨
て
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
を
源
信
僧
都
は
書

い
て
お
り
ま
す
。

■

「
行
巻
」
標
挙
の
文
は
目
印
・
旗
印

で
す
か
ら
そ
う
い
う
私
た
ち
の
上
に
、
い
か
に
し
て
三
宝
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
か
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
が
こ
の
「
大
行
」
と
し
て
問
わ
れ

て
き
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
に
総
標
の
文
、
標
挙
の
文
と
も
い
わ
れ
ま
す
、
一
五
六
頁
で
す
。
「
大
行
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
諸
仏
称
名
の
願
」
と
願
名
が
標
挙
さ

れ
ま
し
て
、
そ
の
下
に
「
浄
土
真
実
の
行
」
「
選
択
本
願
の
行
」
と
細
注
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宗
祖
の
御
真
筆
本
を
見
ま
す
と
、
初
め
は
「
真
実

の
行
」
「
選
択
の
行
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
後
か
ら
「
真
実
」
の
上
に
「
浄
土
」
と
、
「
選
択
」
の
下
に
「
本
願
」
と
書
き
添
え
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
最
初
は
「
真
実
の
行
」
「
選
択
の
行
」
と
い
う
言
葉
で
挙
げ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

標
挙
の
文
と
い
う
の
は
旗
印
で
す
。
ふ
つ
う
に
い
え
ば
目
印
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
歩
み
の
中
で
道
を
見
失
う
と
い
う
こ
と
が
絶
え
ず
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
こ
に
つ
ね
に
立
ち
返
る
。
「
諸
仏
称
名
の
願
」
に
立
ち
返
る
目
印
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
た
ち
が
歩
む
場
合
に
は
、
や
は
り
目
印
・
旗
印

と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
す
。

■

「
循
環
方
向
」

こ
れ
は
い
つ
も
申
し
上
げ
ま
す
「
循
環
方
向
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
目
印
が
何
も
な
い
砂
漠
や
雪
原
を
、
自
分
の
感
覚
だ
け
を
頼
り
に
進
む
と
き
に
は
、

約
二
百
メ
ー
ト
ル
進
む
間
に
五
メ
ー
ト
ル
は
ズ
レ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
も
利
き
腕
の
方
向
に
反
れ
て
い
く
と
。
二
百
メ
ー
ト
ル
で
そ
れ
だ
け
反
れ

る
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
行
き
ま
す
と
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
も
と
へ
返
っ
て
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
砂
漠
や
雪
原
で
は
、
同
じ
と
こ
ろ

を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
倒
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
自
分
は
一
つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
つ
も
り
な
の
で
す
が
、
気
が
付
く

と
も
と
に
返
っ
て
い
た
と
。
そ
れ
を
「
循
環
方
向
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
に
絶
え
ず
自
ら
の
ズ
レ
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
一
つ
の
目
印
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■ 「浄土真実の行」の六つの押さえ方

で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
大
行
」
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
る
目
印
と
し
て
願
名
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
細
注
が
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

■

「
浄
土
真
実
の
行
」
の
六
つ
の
押
さ
え
方

そ
こ
の
「
諸
仏
称
名
の
願
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
「
浄
土
真
実
之
行
」
と
い
う
、
中
国
の
言
葉
、

漢
文
の
言
葉
と
い
う
の
は
面
倒
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
場
合
、
「
浄
土
」
と
「
真
実
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
。
中
国
で
は
六
つ
の
押
さ
え
方
と
い
う
も
の
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
浄
土
・
真
実
」
と
、
浄
土
と
真
実
を
並
べ
て
挙
げ
る
と
い
う
関
係
も

一
つ
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
浄
土
す
な
わ
ち
真
実
の
行
」
、
浄
土
そ
れ
こ
そ
が
真
実
の
行
だ
と
い
う
読
み
も
で
き
ま
す
。
仏
教
で
は
依
主
釈
？

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
上
の
言
葉
が
中
心
に
な
っ
て
、
下
の
言
葉
は
そ
れ
に
属
す
る
と
い
う
関
係
と
し
て
見
る
。
そ
う
す
る
と
「
浄
土

の
真
実
の
行
」
と
い
う
読
み
方
で
す
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
る
か
で
す
。

御
講
師
方
の
講
義
録
を
見
ま
し
て
も
、
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
浄
土
の
言
は
聖
道
に
え
ら
ぶ
な
り
。
真
実
は
方
便
に
対

す
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
い
わ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
開
華
院
と
い
う
御
講
師
は
方
便
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
一
つ
、
浄
土
の
方
便
と
い
う
こ
と
も

含
め
て
、
「
聖
道
及
び
浄
土
の
方
便
、
定
散
の
行
」
と
い
わ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
わ
ざ
わ
ざ
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉

が
、
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
の
か
。
初
め
か
ら
仏
教
内
発
想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
の
教
学
の
中
だ
け
で
、
聖
道
だ
浄
土
だ
と
、
こ
う
い
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
に
言
葉
の
上
だ
け
の
関
わ
り
を
見
る
と
い
う
場
合
も
、
「
浄
土
そ
れ
が
真
実
の
行
」
、
「
浄
土
な
る
真
実
の
行
」
と
い
う
読
み
で
す
。
そ
こ
で

は
一
つ
、
い
ま
さ
ら
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
と
い
う
の
は
ど
こ
か
に
あ
る
世
界
で
は
な
い
、
浄
土
と
は
「
行
」
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま

い
り
ま
す
。

■

「
行
」
を
、
宗
さ
ん
が
「
道
」

「
行
」
と
い
う
こ
と
を
、
宗
さ
ん
が
「
道
」
と
い
う
こ
と
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
曇
鸞
大
師
も
浄
土
を
、
「
か
の
仏
国
は
、
す
な
わ

ち
こ
れ
畢
竟
成
仏
の
道
路
、
無
上
の
方
便
な
り
」
（
聖
典
二
九
三
頁
）
と
、
仏
国
は
道
路
だ
と
、
浄
土
と
は
道
だ
と
押
さ
え
て
い
ま
す
。
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■

浄
土
と
は
清
浄
に
す
る
動
詞

浄
土
と
い
う
の
は
「
清
浄
の
土
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
清
浄
と
い
う
言
葉
は
、
決
し
て
単
な
る
そ
の
世
界
を
形
容
す
る
言
葉
で
は
な
い
と
。

こ
れ
は
山
口
益
先
生
の
『
世
親
の
浄
土
論
』
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
清
浄
と
い
う
言
葉
が
、
も
と
へ
返
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
本
来

「
清
浄
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
動
詞
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
浄
土
と
は
清
浄
な
世
界
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
全
て
を
清
浄
に

し
て
い
く
世
界
だ
と
。
「
は
た
ら
き
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
私
た
ち
は
、
言
葉
に
し
て
も
物
事
に
し
て
も
、
つ
ね
に
対
象
的
に
と
ら
え
て
し
ま
う
。
対
象
的
に
と
ら
え
る
と
き
に
は
、
名
詞
と
し
て
と
ら
え

て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
浄
土
と
い
え
ば
、
浄
土
と
い
う
世
界
を
対
象
的
に
立
て
て
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
、
浄
土
と
は
一
切
を
清
浄
に
し
て
い
く
世
界
、
そ
こ
に
お
い
て
一
切
が
清
浄
に
さ
れ
る
場
だ
と
、
そ
う
い
う
は

た
ら
き
の
場
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
「
空
」
と
い
う
言
葉
で
も
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
空
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
も
、
私
た
ち
は
空
と
い
う
概
念
を
立
て
て
し
ま
う
の
で
す
。
空

と
い
う
言
葉
も
、
こ
れ
は
「
空
ず
る
」
と
い
う
動
詞
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
空
じ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
一
切
は
空
な
の
だ
と
名
詞
と

し
て
と
ら
え
て
、
そ
の
空
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
仏
教
は
徹
底
し
て
否
定
す
る
。

あ
れ
は
何
の
経
典
で
し
た
か
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
お
も
し
ろ
い
言
い
方
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
空
に
執
着
す
る
な
ら
ば
、
空
と
い
う
概
念
に
と
ら

わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
病
気
を
治
す
た
め
に
飲
ん
だ
薬
が
、
病
気
が
治
っ
て
も
な
お
、
お
腹
の
中
に
止
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
今
で
い
う

薬
害
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
返
っ
て
、
病
気
の
と
き
よ
り
も
っ
と
酷
い
状
況
に
な
る
と
い
う
譬
え
が
出
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
一
切
が
空
で
あ
る
と
知
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
空
と
い
う
こ
と
を
も
空
じ
て
い
く
と
。
そ
う
い
う
展
開
が
仏
道
に
は
ず
っ
と
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

■

浄
土
の
行
と
は
「
清
浄
に
す
る
土
」

と
に
か
く
そ
こ
に
「
清
浄
に
す
る
土
」
と
い
う
意
義
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
真
実
と
い
う
こ
と
を
括
弧
に
入
れ
ま
す
と
、

「
浄
土
の
行
」
な
の
で
す
。
お
念
仏
と
い
う
の
は
浄
土
の
行
で
あ
る
。
浄
土
へ
の
行
で
は
な
い
。
浄
土
へ
生
ま
れ
る
た
め
の
行
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
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■ 大行とは

手
段
方
法
で
は
な
い
。
仏
教
に
は
「
現
行
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
浄
土
が
私
の
上
に
現
実
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
歩
み
、
現
行
す
る
と
い

う
。
具
体
化
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
「
浄
土
の
行
」
、
浄
土
と
は
そ
う
い
う
「
は
た
ら
き
」
で
す
。
こ
の
「
選
択
本
願
の
行
」
と
い
う
言
葉
と
重
ね
て

申
し
ま
す
と
、
本
願
を
一
人
ひ
と
り
の
上
に
成
就
し
て
い
く
「
は
た
ら
き
」
で
す
。
そ
の
「
浄
土
の
行
」
と
い
う
言
葉
が
ま
ず
一
つ
押
さ
え
ら
れ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

■

大
行
と
は

私
た
ち
は
「
行
」
と
い
い
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
修
行
と
い
う
言
葉
を
、
何
か
一
つ
の
目
的
を
成
就
す
る
た
め
の
実
践
・
方
法
と
い
う
よ
う
に
無
意

識
に
と
ら
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
念
仏
が
大
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
な
か
な
か
う
な
ず
け
な
い
わ
け
で
す
。
目
的
を

実
現
・
成
就
す
る
た
め
の
手
段
・
方
法
と
し
て
の
歩
み
・
努
力
と
。
そ
の
と
き
に
は
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
は
雑
行
と
い
う
こ
と
を
、
「
「
雑
」
の
言
は
、

人
天
・
菩
薩
等
の
解
行
雑
せ
る
が
ゆ
え
に
」
（
聖
典
三
四
二
頁
）
と
、
そ
の
こ
と
を
雑
行
の
雑
と
い
う
こ
と
を
「
ま
じ
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
押

さ
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
行
ず
る
も
の
の
能
力
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
解
」
は
理
解
力
、
「
行
」
は
実
践
力
と
い
っ
て
い
い
の
で
す
。
そ
の
行
ず
る
も
の

の
個
人
的
な
能
力
が
ま
じ
っ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
い
え
る
の
で
す
。
個
人
的
な
能
力
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
か
ら
、
到
達
す
る
と
こ
ろ
も
バ
ラ

バ
ラ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
行
」
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
私
た
ち
は
そ
う
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
念
仏
は
「
浄
土
の
行
」
だ
と
、
並
べ
て
い
え
ば
浄
土
の
行
で
あ
り
、
「
真
実
の
行
」
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
「
行
巻
」
と
い
う
の
は
、
最
初
の
方
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
端
的
に
、
「
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す

る
な
り
」
（
聖
典
一
五
七
頁
）
と
言
い
切
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
一
つ
を
明
確
に
し
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
き
た
歴
史
と
、
そ
し
て
そ

の
こ
と
に
お
い
て
開
か
れ
て
く
る
世
界
と
い
う
も
の
を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
が
、
「
行
巻
」
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。

た
だ
そ
の
前
に
、
本
質
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
「
諸
仏
称
名
の
願
」
「
浄
土
真
実
の
行
」
「
選
択
本
願
の
行
」
と
か
か
げ
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
で
お
許
し
く
だ

さ
い
。

（
二
〇
〇
一
年
六
月
十
九
日
）
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浄
土
真
実
の
行

３

二
〇
〇
一
年
六
月
二
十
日

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
『
教
行
信
証
』
全
四
巻
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
全
四
巻
を
通
じ
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
顕
浄
土
真
実
」
と
い
う
言
葉
が
置

か
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
真
仏
土
巻
」
は
こ
の
「
真
」
の
一
字
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
実
」
と
い
う
言
葉
は
置
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
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■ 方便とは

そ
し
て
、
ま
あ
第
六
巻
は
「
方
便
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
の
教
・
行
・
信
・
証
の
四
巻
を
貫
い
て
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
、
「
真
仏
土
」

に
は
た
だ
「
真
」
の
一
字
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
真
仏
土
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
真
」
の
一
字
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
し
て
「
方
便
化
身

土
」
、
こ
こ
に
「
方
便
」
と
い
う
こ
と
が
間
に
置
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
え
て
申
し
ま
す
と
「
真
仏
土
」
が
方
便
し
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

方
便
と
は

方
便
と
い
う
の
は
真
な
る
も
の
の
展
開
と
い
い
ま
す
か
、
歩
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ど
こ
ま
で
も
特
に
真
宗
に
あ
り
ま
し
て
は
、
「
方
便
」
と
い
う

言
葉
は
決
し
て
真
に
至
る
ま
で
の
前
段
階
と
い
う
か
、
仮
の
道
と
か
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
真
な
る
も
の
が
衆
生
の
現
実
の
上
に
ま
で
歩
み

出
て
展
開
し
て
く
る
と
い
う
。
そ
こ
に
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
現
実
に
関
わ
り
、
そ
し
て
衆
生
の
現
実
の
上
に
真
な
る
も
の
を
成
就
し
て
い
く
。
そ
の

歩
み
が
「
方
便
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
十
七
願
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
親
鸞
聖
人
は
十
七
願
を
「
方
便
の
御
誓

願
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
「
真
実
行
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
の
第
十
七
願
で
す
が
、
そ
の
第
十
七
願
を
「
方
便
の
御
誓
願
」

と
。
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
上
に
成
就
せ
ん
と
す
る
願
心
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
方
便
を
通
し
て
、
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
衆
生
の
上
に
教
行
信
証
と
四
法
が
建
立
さ
れ
る
。
教
行
信
証
は
人
間
の
上
に
、
衆
生
の
上
に
展
開
さ
れ

る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
願
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
真
仏
土
巻
」
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「
す
で
に
し
て
願
い
ま

す
」
（
聖
典
三
〇
〇
頁
）
と
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
化
身
土
巻
」
へ
ま
い
り
ま
す
と
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
す
で
に
し
て

悲
願
い
ま
す
」
（
聖
典
三
二
六
頁
）
と
方
便
の
願
の
ほ
う
が
大
悲
の
願
で
す
ね
。
「
悲
」
と
い
う
言
葉
に
は
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
あ
り
方
を
悲
し
む
。
衆
生
の
現
実
の
あ
り
方
を
深
く
悲
し
む
と
い
う
。
そ
の
あ
り
方
を
悲
し
む
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
受
け
と
め

応
え
て
い
く
。
批
判
す
る
と
い
っ
て
も
捨
て
る
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
ま
あ
本
来
、
批
判
と
い
う
こ
と
も
、
本
当
の
批
判
の
根
っ
こ
に
あ
る
も
の
は

愛
情
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
た
し
か
小
林
秀
雄
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言
葉
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
無
視
で
き
な
い
、
見

逃
せ
な
い
。
そ
う
い
う
批
判
を
通
し
て
衆
生
を
受
け
と
め
て
い
く
。
そ
こ
に
こ
の
方
便
、
「
す
で
に
し
て
悲
願
ま
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

す
。そ

れ
に
対
し
て
、
教
行
信
証
は
一
貫
し
て
、
「
教
巻
」
は
『
無
量
寿
経
』
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
行
巻
」
も
全
部
願
が
あ
げ
ら
れ
る
わ
け
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で
す
が
、
「
願
よ
り
出
で
た
り
」
（
聖
典
一
五
七
頁
）
と
、
「
出
於
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
「
出
於
」
と
い
う
こ
と
は
願
力
回
向
で
す
ね
。
「
願
よ

り
出
で
た
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
願
に
お
い
て
回
向
さ
れ
て
い
る
。
衆
生
の
上
に
行
・
信
・
証
と
、
そ
れ
が
回
向
さ
れ
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う

「
出
於
」
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
で
す
か
ら
、
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の

全
体
が
浄
土
の
展
開
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
行
も
浄
土
の
行
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
全
体
を
貫
い
て
「
浄
土
」
で
す
な
に
か
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
構
造
と

い
い
ま
す
か
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ま
ず
ひ
と
つ
そ
こ
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

■

真
実
と
は

そ
し
て
、
そ
う
い
う
ま
こ
と
な
る
も
の
が
、
こ
の
「
真
実
」
で
す
ね
。
ま
あ
、
仏
教
の
言
葉
で
い
え
ば
「
真
如
」
で
す
ね
。
真
如
な
る
も
の
が
衆
生

の
上
に
事
実
と
な
っ
て
成
就
す
る
と
き
に
「
真
実
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
真
実
と
い
う
概
念
も
な
か
な
か
面
倒
と
い
う
か
、
大
変
難
し
い
問
題

で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
そ
こ
に
「
真
」
な
る
も
の
が
衆
生
の
上
に
「
実
」
と
な
っ
て
成
就
す
る
。
「
真
」
は
ど
こ
ま
で
も
法
に
属
し
ま
す
が
、

「
実
」
は
衆
生
の
上
に
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
「
真
」
な
る
も
の
を
「
真
実
」
ま
で
展
開
す
る
。

そ
こ
に
昨
日
も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
地
」
で
す
ね
。
こ
の
教
化
地
で
す
。
こ
れ
は
還
相
回
向
の
そ
こ
に
『
浄
土

論
』
の
回
向
門
に
「
出
第
五
門
」
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
回
向
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。

（
聖
典
二
八
四
頁
）

と
い
う
、
そ
こ
に
「
教
化
地
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
『
論
註
』
の
中
の
言
葉
で
す
が
、
「
「
無
垢
輪
」
と
は
仏
地
の
功

徳
な
り
」
（
聖
典
二
八
八
頁
）
と
曇
鸞
は
押
さ
え
て
お
り
ま
す
。

■

場
所
、
場
が
は
た
ら
く

や
は
り
「
仏
地
の
功
徳
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
つ
ね
に
教
化
地
、
つ
ま
り
場
所
、
場
が
は
た
ら
く
。
誰
か
の
力
、
個
人
の
力
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
場
に
ま
で
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
開
か
れ
た
場
に
お
い
て
法
に
ふ
れ
て
い
く
。
ま
あ
、
昨
日
宗
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ

っ
た
、
こ
う
い
う
大
地
の
会
と
い
う
の
も
そ
う
い
う
場
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
キ
ラ
キ
ラ
し
た
目
や
と
ろ
ん
と
し
た
目
や
ら
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま

し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
荘
厳
し
て
い
る
。
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
い
つ
も
繰
り
返
し
思
い
出
さ
れ
る
安
田
先
生
の
言
葉
で
す
ね
。
大
地
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■ 一乗海

の
会
の
は
じ
め
に
「
独
り
で
は
聞
法
で
き
な
い
の
で
、
皆
さ
ん
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
き
人
々
と
と
も
に
開
か
れ
て
い
る
場
に
お
い
て
私
の
上
に
も
聞
法
と
い
う
姿
勢
、
そ
う
い
う
心
が
呼
び
覚
ま

さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
場
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

■

一
乗
海

そ
し
て
、
そ
の
場
と
は
、
で
す
か
ら
昨
日
「
海
」
と
い
う
こ
と
で
宗
さ
ん
が
「
転
成
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い

う
転
成
が
成
り
立
つ
場
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
あ
海
と
い
う
、
こ
れ
は
「
行
巻
」
の
最
後
に
あ
ら
た
め
て
「
一
乗
海
釈
」
と
い
う
こ
と
が
展
開
さ
れ

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

「
一
乗
海
」
と
言
う
は
、
「
一
乗
」
は
大
乗
な
り
。
大
乗
は
仏
乗
な
り
。

（
聖
典
一
九
六
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
ま
ず
一
乗
と
。
そ
し
て
海
と
い
う
こ
と
を
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
に
入
っ
て
海
と
。
「
一
乗
海
」
と
い
う
の
を
一
乗
と
海
と
分
け
て

宗
祖
が
押
さ
え
ら
れ
ま
す
が
。

■

「
一
乗
と
は
積
極
教
学
だ
」
、
人
間
か
ら
出
発
す
る
教
学
で
は
な
く
て
、
人
間
に
出
発
す
る
教
学

こ
の
一
乗
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
安
田
先
生
が
「
積
極
教
学
」
と
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
る
ん
で
す
ね
。
「
一
乗

と
は
積
極
教
学
だ
」
と
。
そ
れ
は
人
間
か
ら
出
発
す
る
教
学
で
は
な
く
て
、
人
間
に
出
発
す
る
教
学
だ
と
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
人
間
か
ら
出
発
す
る
教
学
で
は
な
く
て
、
人
間
に
向
か
っ
て
出
発
し
て
い
く
。
人
間
に
出
発
す
る
教
学
だ
と
。
そ
れ
を
「
積
極
教
学
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
お
る
ん
で
す
。
「
人
間
に
向
か
っ
て
」
と
い
う
こ
と
か
ら
窺
い
ま
す
と
、
つ
ま
り
そ
の
「
積
極
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
人
間
の
事
実
で
あ

る
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
事
実
を
も
受
け
と
め
て
い
く
と
い
う
意
味
の
積
極
性
で
な
い
の
か
で
す
ね
。
人
間
に
向
か
っ
て
と
い
う
と
き
に
は
、
人
間
の
事

実
か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
愚
か
で
惨
め
で
あ
ろ
う
と
、
ま
さ
に
人
間
の
事
実
と
し
て
受
け
と
め
て

い
く
、
そ
れ
に
応
じ
て
い
く
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
私
は
そ
の
「
積
極
教
学
」
と
い
う
言
葉
に
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
一
乗
と
は
「
行
巻
」
の
上
で
の
言
葉
で
い
え
ば
「
皆
・
同
・
斉
」
で
す
ね
。
い
か
な
る
も
の
も
皆
同
じ
く
斉
し
く
と
。
「
皆
・
同
・
斉
」

と
い
う
道
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
行
巻
」
に
お
い
て
引
文
が
ず
っ
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
引
文
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
、
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明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
（
大
乗

小
乗
の
聖
人
、
重
罪
軽
罪
で
す
ね
、
そ
の
悪
人
）
、
み
な
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
。
（
聖
典
一
八
九
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
皆
・
同
・
斉
」
と
い
う
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
信
巻
」
へ
ま
い
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
「
三
心
結
釈
」
と
い
わ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
三
心
釈
を
承
け
て
大
信
が
讃
歎
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賎
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず
、
修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ず
、

（
聖
典
二
三
六
頁
）

と
、
「
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賎
・
緇
素
を
簡
ば
ず
」
と
、
「
緇
」
は
「
く
ろ
い
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
僧
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ

こ
に
「
緇
素
」
と
い
う
言
葉
で
僧
俗
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず
、
修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ず
」
と
、
そ

こ
に
、
そ
の
「
積
極
」
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
徹
底
し
て
衆
生
の
現
実
を
受
け
と
め
応
え
て
い
く
、
そ
れ
が
一
乗
と
い
う
世
界
で
あ
り
、

一
乗
と
し
て
の
教
学
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
「
積
極
教
学
」
だ
と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
「
大
信
海
」
、
そ
し
て
「
一
乗
海
」
と
、
つ
ね
に
海
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
昨
日
ご
注
意
い
た
だ
き
ま
し
た
海
と
い
う
言
葉
で
す
。

ま
あ
親
鸞
聖
人
は
、
や
は
り
海
と
い
う
も
の
に
非
常
に
心
を
惹
か
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
越
後
に
流
罪
に
な
る
ま
で
は
海
に
出
会
わ
れ
た
こ
と
は

な
い
わ
け
で
す
。
二
十
年
間
も
っ
ぱ
ら
山
に
籠
っ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
あ
ま
り
「
山
」
と
い
う
の
は
使
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
ね
。

「
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
」
と
い
う
、
あ
の
悲
歎
の
言
葉
に
出
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
海
と
い
う
言
葉
は
、
本
当
に
『
教
行
信
証
』
の
中
で
も

ど
れ
だ
け
出
て
き
て
い
る
か
、
や
は
り
大
変
な
数
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
場
合
に
注
意
を
惹
き
ま
す
の
は
、
衆
生
の
現
実
を
あ
ら

わ
す
ほ
う
も
海
、
そ
し
て
本
願
、
法
を
あ
ら
わ
す
ほ
う
も
海
で
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
「
群
生
海
」
、
「
衆
生
海
」
、
そ
れ
か
ら
「
無
明
海
」
、

無
明
の
海
と
。
そ
れ
か
ら
「
煩
悩
海
」
、
煩
悩
の
海
。
そ
れ
か
ら
「
生
死
海
」
、
拾
い
出
し
ま
す
と
次
々
と
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
智

慧
海
」
、
「
大
信
海
」
、
「
信
心
海
」
、
「
大
悲
の
願
海
」
、
ま
あ
「
本
願
海
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
大
宝
海
」
と
ご
ざ
い
ま
す

ね
。
宝
で
す
ね
。

も
う
何
年
前
に
な
り
ま
す
か
、
ず
っ
と
北
九
州
の
ほ
う
に
会
が
あ
り
ま
し
て
、
や
っ
ぱ
り
何
十
年
間
ず
っ
と
行
か
し
て
も
ら
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
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そ
の
会
に
ひ
と
り
の
お
ば
あ
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
敗
戦
ま
で
は
ず
っ
と
中
国
の
大
陸
に
お
ら
れ
て
、
ご
主
人
と
一
緒
に
お
ら
れ
た
方
で
す
が
、
敗

戦
と
と
も
に
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
。
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
て
か
ら
い
ろ
ん
な
事
業
を
な
さ
い
ま
し
た
。
パ
チ
ン
コ
屋
も
あ
れ
ば
農
園
も
あ
れ
ば
果
樹

園
も
あ
れ
ば
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
そ
の
風
貌
も
な
ん
か
馬
賊
の
親
分
の
奥
さ
ん
み
た
い
な
、
そ
の
会
に
集
ま
る
若
い

僧
侶
は
い
つ
も
叱
り
と
ば
さ
れ
て
ま
し
て
大
変
厳
し
い
お
ば
あ
さ
ん
で
し
た
。
そ
の
方
が
ま
た
大
変
な
書
家
、
字
を
書
か
れ
る
の
を
知
り
ま
せ
ん
で
し

て
、
聞
い
た
も
の
だ
か
ら
、
「
一
枚
書
い
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
頼
み
ま
し
た
。
「
な
ん
と
書
く
ね
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
、
そ
う
だ
な
ー
と
思
っ
て
、

「
功
徳
大
宝
海
」
で
す
ね
。
「
大
宝
海
と
書
い
て
く
れ
」
と
。
そ
れ
か
ら
う
ん
と
も
す
ん
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
こ
な
い
ん
で
、
忘
れ
ら
れ
た
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
あ
る
日
、
な
ん
か
大
き
な
荷
物
が
来
ま
し
て
開
け
た
ら
立
派
な
大
き
な
横
額
に
、
「
大
宝
海
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
と

て
も
七
十
を
越
え
た
お
ば
あ
さ
ん
の
字
と
見
え
な
い
す
ご
い
字
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
寺
の
入
っ
た
玄
関
、
玄
関
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
で
す
が
、
二
畳
ほ
ど
の
部
屋
の
上
に
揚
げ
て
お
い
た
ん
で
す
ね
。
藤
元
が
し
げ
し

げ
と
見
て
、
「
字
は
い
い
け
ど
、
お
い
、
二
畳
で
大
宝
海
か
」
（
笑
）
と
言
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ひ
ょ
っ
と
思
い
出
し
ま
す
。
本
当
に
あ
る
意
味

で
躍
動
す
る
よ
う
な
力
強
い
字
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
「
大
宝
海
」
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

深
広
無
涯
底

海
は
、
昨
日
宗
さ
ん
が
開
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
『
無
量
寿
経
』
の
引
文
で
、
「
如
来
の
智
慧
海
は
深
広
に
し
て
涯

底
な
し
」
（
聖
典
一
九
八
頁
）
と
い
う
、
こ
の
「
深
広
無
涯
底
」
と
い
う
、
こ
れ
が
海
と
い
う
こ
と
の
あ
げ
ら
れ
る
第
一
の
意
味
で
し
ょ
う
。
深
さ
も

広
さ
も
そ
の
際
、
涯
（
は
て
）
が
な
い
。
尽
く
せ
な
い
と
。
そ
う
し
ま
す
と
、
煩
悩
も
「
深
広
無
涯
底
」
な
ん
で
す
。
願
海
も
「
深
広
無
涯
底
」
で
す
。

ま
あ
、
縁
が
あ
れ
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
を
も
す
べ
し
と
い
う
の
は
無
涯
底
の
実
感
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が
俺
の
本
性
だ
な
ん
て
こ
と
は
い
え
な

い
。
そ
の
底
か
ら
何
が
ま
だ
出
て
く
る
か
。
こ
れ
は
曽
我
先
生
は
「
自
分
な
ん
か
怖
く
て
見
れ
ま
す
か
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
で
す
ね
。
何
が
飛
び

出
し
て
く
る
や
ら
、
自
分
な
ん
か
怖
く
て
見
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
本
当
に
見
よ
う
と
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
平
気
で
「
見
る
」
な
ん
て
い

え
る
わ
け
で
す
ね
。
曽
我
先
生
は
ご
覧
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ご
覧
に
な
っ
て
怖
さ
を
知
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
「
怖
く
て
見
れ
ま
す
か
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
。
安
田
先
生
は
、
「
い
ま
だ
か
つ
て
足
を
一
歩
も
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
原
生
林
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
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で
、
踏
み
入
れ
て
も
踏
み
入
れ
て
も
そ
の
先
に
な
お
、
い
ま
だ
一
歩
も
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
原
生
林
が
あ
る
と
い
う
無
涯
底
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
「
深
広
無
涯
底
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
反
省
し
て
い
っ
て
い
る
言
葉
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
「
智
慧
海
」
、
そ
う

い
う
煩
悩
の
「
深
広
無
涯
底
」
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
照
ら
し
続
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
「
智
慧
海
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。

■

「
得
其
妙
宝
」
と
「
得
其
底
泥
」

こ
れ
は
そ
の
意
味
で
、
ご
承
知
の
法
蔵
菩
薩
の
発
願
を
世
自
在
王
仏
が
讃
歎
さ
れ
る
そ
こ
に
、
世
自
在
王
仏
は
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
、

た
と
え
ば
大
海
を
一
人
升
量
せ
ん
に
、
劫
数
を
経
歴
し
て
、
尚
底
を
窮
め
て
そ
の
妙
宝
を
得
べ
き
が
ご
と
し
。

（
聖
典
一
四
頁
）

と
。
そ
れ
ほ
ど
大
変
な
ん
で
す
ね
。
大
海
の
水
を
一
人
で
升
量
す
る
と
い
う
想
像
も
つ
か
な
い
作
業
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
の
大
変
な
願
心
の
深

さ
だ
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
一
段
が
『
無
量
寿
経
』
の
古
い
経
典
で
略
称
で
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
、
そ
れ
か
ら

『
平
等
覚
経
』
と
い
う
名
の
本
願
文
が
二
十
四
し
か
な
い
「
二
十
四
願
経
」
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
、
そ
の
古
い
『
無
量
寿
経
』
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

最
後
の
「
得
其
妙
宝
」
と
い
う
、
そ
こ
が
「
得
其
底
泥
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
、
お
も
し
ろ
い
と
言
っ
て
は
お
か
し
い
で
す

が
。
大
海
の
底
の
泥
を
汲
み
尽
く
し
て
、
汲
み
尽
く
し
て
汲
み
尽
く
し
て
、
つ
い
に
尽
き
る
こ
と
な
し
と
知
っ
た
。
底
の
底
ま
で
泥
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
ん
で
す
ね
。

こ
の
「
得
其
妙
宝
」
と
い
う
ほ
う
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
願
心
の
深
さ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
大
海
の
水
を
一
人
升
量
し
て
、
つ
い

に
そ
こ
に
と
も
に
仏
法
に
お
い
て
出
遇
う
と
い
う
よ
う
な
願
心
の
深
さ
、
強
さ
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

「
得
其
底
泥
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
願
の
本
質
、
本
願
の
本
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

底
の
底
ま
で
泥
と
、
あ
る
意
味
で
は
無
駄
骨
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
骨
折
り
損
で
す
。

今
度
は
骨
折
り
損
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
三
か
月
前
の
昨
日
で
す
が
、
そ
の
前
の
と
こ
ろ
で
ひ
っ
く
り
返
り
ま
し

て
足
を
骨
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
組
内
の
学
習
会
が
あ
る
と
思
っ
て
、
折
れ
た
足
を
引
き
ず
っ
て
坂
を
上
っ
て
そ
こ
ま
で
来
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
た

ら
、
周
り
が
し
ー
ん
と
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
お
か
し
い
な
あ
と
思
っ
て
聞
い
た
ら
、
「
今
日
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
て
ま
し
て
、
あ
あ
、

な
る
ほ
ど
骨
折
り
損
で
す
。
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■

得
其
底
泥
と
は
願
と
は
そ
れ
こ
そ
、
せ
ず
に
お
れ
ん
も
の

ま
あ
、
こ
の
「
得
其
底
泥
」
な
ん
て
い
う
の
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
な
い
で
す
ね
。
大
海
の
水
を
一
人
で
升
量
し
て
、
つ
い
に
泥
し
か
出
て
こ
な
い
わ
け

で
す
。
つ
ま
り
、
ま
さ
に
徒
労
で
す
。
だ
か
ら
、
徒
労
に
終
わ
る
な
ら
や
め
と
こ
う
と
い
う
な
ら
願
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
結
局
無
駄
に
な
る
な
ら
や

め
て
お
こ
う
と
、
こ
れ
は
願
心
で
は
な
い
。
可
能
性
が
あ
る
か
ら
願
を
か
け
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
つ
い
に
空
し
い
と
知
る
。
あ
る
意

味
で
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
叫
ば
ず
に
お
れ
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
相
手
に
夢
見
る
ん
で
は
な
い
ん
で
す
。
相
手
に
夢
を
か
け
て
、
そ
の

夢
を
追
求
す
る
ん
で
は
な
い
。
実
現
し
よ
う
と
す
る
ん
で
は
な
い
。
願
と
は
そ
れ
こ
そ
、
せ
ず
に
お
れ
ん
も
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
そ
の
願

い
が
せ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
、
そ
れ
は
「
得
其
底
泥
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
空
し
く

て
も
、
せ
ず
に
お
れ
ん
こ
と
が
あ
る
。
な
ん
か
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
本
願
海
、
煩
悩
海
、
と
も
に
深
広
無
涯
底
と
い
う
こ
と
で
あ

ら
わ
さ
れ
て
あ
る
意
味
を
思
う
ん
で
す
ね
。

■

海
の
は
た
ら
き

そ
し
て
、
そ
の
海
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
海
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
「
深
広
無
涯
底
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
海
の
は
た
ら
き

と
し
て
、
ま
ず
曇
鸞
大
師
に
よ
る
こ
と
で
す
が
、

ま
た
曰
わ
く
、
海
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
仏
の
一
切
種
智
、
深
広
に
し
て
涯
な
し
、
二
乗
雑
善
の
中
下
の
屍
骸
を
宿
さ
ず
（
聖
典
一
九
九
頁
）

と
、
こ
う
い
う
「
不
宿
」
と
い
う
、
宿
さ
ず
と
い
う
、
跡
を
留
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
宗
祖
ご
自
身
の
言
葉
と
し
て
、

願
海
は
二
乗
雑
善
の
中
下
の
屍
骸
を
宿
さ
ず
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
人
天
の
虚
仮
邪
偽
の
善
業
、
雑
毒
雑
心
の
屍
骸
を
宿
さ
ん
や
。

（
聖
典
一
九
八
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
宿
さ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
、
あ
る
い
は
「
不
宿
」
、
「
宿
さ
ず
」
と

い
う
こ
と
の
そ
の
内
実
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
昨
日
宗
さ
ん
が
ご
指
摘
く
だ
さ
っ
た
転
成
と
い
う
は
た
ら
き
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
転
成
す
る
と
い
う
。

こ
の
転
成
と
い
う
言
葉
は
一
九
九
ペ
ー
ジ
の
引
文
の
最
後
に
『
楽
邦
文
類
』
の
言
葉
が
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
、

か
ん
丹
の
一
粒
は
鉄
を
変
じ
て
金
と
成
す
。
真
理
の
一
言
は
悪
業
を
転
じ
て
善
業
と
成
す
。

（
聖
典
一
九
九
頁
）
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と
。
こ
こ
で
は
「
変
成
」
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
し
て
、
「
真
理
の
一
言
は
悪
業
を
転
じ
て
善
業
と
成
す
」
と
、
そ
こ
に
「
変
成
」
、
「
転
成
」
と
出

て
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
、
「
転
悪
成
善
」
と
い
う
、
「
悪
を
転
じ
て
善
と
成
す
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
あ
宗
祖
の
場
合

は
引
文
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
か
ら
、
や
は
り
転
成
と
い
う
言
葉
は
そ
こ
か
ら
学
び
と
っ
て
こ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
そ
の
転
成
と
い
う
言
葉
が
親
鸞
教
学
と
い
い
ま
す
か
、
親
鸞
聖
人
の
教
学
を
あ
ら
わ
す
独
自
の
言
葉
だ
と
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
法
然

上
人
の
教
学
は
廃
立
、
選
択
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
も
の
を
廃
し
、
あ
る
も
の
を
立
て
る
、
選
択
す
る
。
い
わ
ゆ
る
選
取
選
捨
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
ね
。
何
を
取
っ
て
何
を
捨
て
る
か
を
選
ぶ
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
帰
す
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
、
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

あ
る
意
味
で
そ
の
選
び
取
ら
れ
た
念
仏
の
は
た
ら
き
を
展
開
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
こ
に
宗
祖
の
転
成
と
い
う
、
一
切
を
転
成
す
る
と
い
う
言

葉
で
す
ね
。
海
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
「
屍
骸
を
宿
さ
ず
」
と
い
う
、
こ
の
「
屍
骸
」
と
い
う
の
は
、
宗
さ
ん
が
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
失
っ
た
存
在
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
宿
さ
な
い
。
そ
の
宿
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て
い
く
と

い
い
ま
す
か
成
就
さ
れ
る
、
そ
こ
に
転
成
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

転
成

こ
の
転
成
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
『
楽
邦
文
類
』
で
は
最
初
に
「
変
成
」
と
、
「
変
え
る
」
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
「
転
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
、
「
鉄
を
変
じ
て
金
と
成
す
」
と
、
そ
こ
に
は
そ
の
も
の
が
ら
が

変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
「
転
ず
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
ご
承
知
の
よ
う
に
「
転
ず
る
」
と
い
う
言
葉
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
、
「
し
か
ら
し
む
」
と
い
う
、

し
か
ら
し
む
と
い
う
は
、
行
者
の
、
は
じ
め
て
、
と
も
か
く
も
は
か
ら
わ
ざ
る
に
、
過
去
・
今
生
・
未
来
の
一
切
の
つ
み
を
転
ず
。
転
ず
と
い
う

は
、
善
と
か
え
な
す
を
い
う
な
り
。

（
聖
典
五
四
八
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
文
だ
け
で
申
し
ま
す
と
、
別
に
あ
ら
た
め
て
「
転
ず
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
な
に
か
新
た

な
こ
と
は
気
付
け
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
た
だ
そ
こ
に
注
が
付
け
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
て
、
後
ろ
の
一
〇
七
一
ペ
ー
ジ
の
注
ナ
ン
バ
ー
二
四
で
す
ね
。

「
善
と
か
え
な
す
を
い
う
な
り
」
と
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
が
、
大
谷
大
学
の
図
書
館
に
あ
る
版
に
よ
り
ま
す
流
布
本
で
す
ね
、
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つ
み
を
、
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
、
善
に
な
す
な
り
。
よ
ろ
ず
の
み
ず
大
海
に
い
り
ぬ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
う
し
お
と
な
る
が
ご
と
し
。

（
聖
典
一
〇
七
一
頁
）

と
、
こ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
注
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
「
つ
み
を
、
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
、
善
に
な
す
」
と
。
「
転
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
そ
こ
に
、
決
し
て
そ
の
罪
を
帳
消
し
に
す
る
、
罪
を
罪
で
な
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
よ
う
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
を
ひ
と
つ
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

ま
す
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
ど
う
も
「
転
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
「
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
、
善
に

な
す
」
と
い
う
意
味
が
や
は
り
「
転
ず
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
押
さ
え
ら
れ
る
と
あ
ら
た
め
て
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
、
善
に
な
す
」
、
こ
れ
が
昨
日
宗
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
「
転
機
」
と
い
う
、
「
転
機
」
と
す
る
。
や
は
り
、

そ
の
事
実
を
「
け
し
う
し
な
わ
ず
」
で
す
ね
。
そ
の
事
実
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
、
し
か
も
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ン
ス
、
機
と
し
て
開
い
て
い
く
。

「
転
機
」
と
い
う
と
き
の
「
転
」
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
起
こ
っ
た
事
実
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
る
。
そ
れ
を
空
し
く
過
ご
さ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
、
い
ま
ま
で
と
全
く
違
っ
た
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
世
界
に
心
が
開
か
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が

「
転
機
」
と
い
う
言
葉
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
「
つ
み
を
、
け
し
う
し
な
わ
ず
し
て
」
と
い
う
言
葉
に
私
は
重
な

っ
て
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

良
に
知
り
ぬ
、
経
に
説
き
て
「
煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳
の
水
と
な
る
」
と
言
え
る
が
ご
と
し
。

（
聖
典
一
九
八
頁
）

と
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
「
転
ず
る
」
と
い
う
こ
と
の
表
現
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
こ
の
「
経
」
と
ご
ざ

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
ろ
の
注
に
ご
ざ
い
ま
す
が
、
経
典
の
名
前
は
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
の
経
典
に
出
て
い
る
の
か
で
す
ね
。
た

だ
、
『
往
生
要
集
』
に
引
か
れ
て
あ
る
言
葉
に
よ
る
の
か
、
と
そ
う
い
う
注
が
付
け
て
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
、
「
煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳
の
水
と
な

る
」
と
い
う
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
「
曇
鸞
和
讃
」
の
十
九
首
目
以
降
に
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

尽
十
方
の
無
碍
光
は

無
明
の
や
み
を
て
ら
し
つ
つ

一
念
歓
喜
す
る
ひ
と
を
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か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む

無
碍
光
の
利
益
よ
り

威
徳
広
大
の
信
を
え
て

か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
お
り
と
け

す
な
わ
ち
菩
提
の
み
ず
と
な
る

罪
障
功
徳
の
体
と
な
る

こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て

こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し

さ
わ
り
お
お
き
に
徳
お
お
し

名
号
不
思
議
の
海
水
は

逆
謗
の
屍
骸
も
と
ど
も
あ
ら
ず

衆
悪
の
万
川
帰
し
ぬ
れ
ば

功
徳
の
う
し
お
に
一
味
な
り

尽
十
方
無
碍
光
の

大
悲
大
願
の
海
水
に

煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば

智
慧
の
う
し
お
に
一
味
な
り

（
聖
典
四
九
三
頁
）

と
、
ず
っ
と
海
、
転
成
と
い
う
こ
と
が
和
讃
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

尽
十
方
無
碍
光

そ
こ
に
「
尽
十
方
無
碍
光
の
」
と
、
あ
る
い
は
「
無
碍
光
の
利
益
よ
り
」
と
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
「
無
碍
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
「
無
碍
」
と
い
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い
ま
す
と
、
な
に
か
障
り
が
無
い
、
な
に
も
の
も
障
り
と
し
な
い
。
な
に
か
私
ど
も
の
意
識
の
上
で
は
、
な
ん
に
も
碍
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
そ
の
徳

が
ス
イ
ス
イ
と
は
た
ら
い
て
い
く
。
な
に
か
ス
イ
ス
イ
と
生
き
て
い
け
る
。
「
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
い
っ
た
ら
、
念
仏
者
は
ス
イ
ス
イ

と
こ
の
世
を
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
と
、
ひ
ょ
っ
と
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
す
。
だ
が
考
え
て
み
ま
す
と
、
ス
イ
ス
イ
と
生
き
て
い

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
い
す
い
と
死
ん
じ
ゃ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ま
た
空
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
「
空
過
」
と
い
う
の
は
、

一
番
す
い
す
い
と
生
き
と
る
わ
け
で
す
か
ら
。
な
に
も
引
っ
か
か
ら
な
い
し
、
な
に
も
問
題
に
な
ら
な
い
。

「
無
碍
」
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
す
い
す
い
と
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ

て
も
、
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
老
病
死
」
と
い
う
問
題
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
、
本
当
に
「
老
病
死
」
と
い
う
言
葉
が
大
変
具
体
的
な
言
葉
で
迫

っ
て
き
て
お
り
ま
す
し
、
感
ず
る
わ
け
で
す
ね
。
和
田
先
生
は
私
よ
り
十
五
歳
上
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
和
田
先
生
が
、
去
年
ま
で
疲
れ
た
と
い
う
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す
ね
。
あ
れ
ほ
ど
は
た
迷
惑
な
人
は
お
ら
ん
の
で
す
（
笑
）
。
い
つ
も
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
ね
。
こ
っ
ち
が

「
疲
れ
た
ー
。
年
だ
」
だ
と
言
っ
て
も
、
全
然
せ
せ
ら
笑
わ
れ
ま
す
ね
。
「
和
田
先
生
を
見
て
み
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
。
そ
の
先
生
が
今

年
は
、
「
疲
れ
る
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
心
配
に
な
り
ま
す
ね
。
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
心
配
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
老
病
死
」

と
い
う
の
は
本
当
に
ま
あ
大
変
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
れ
ほ
ど
空
過
し
て
い
る
と
い
い
ま
し
て
も
、
す
べ
て
を
空
過
し
て
生
き
て
い
る
者
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
れ
で
も
そ
れ
な
り
に
自
分
の
人
生
と
い

う
こ
と
に
主
体
的
に
受
け
と
め
さ
せ
ら
れ
て
く
る
の
が
「
老
病
死
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
老
病
死
」
と
い
う
問
題
に
迫
ら
れ
る
時
に
は
じ
め
て
、
い

や
が
お
う
で
も
、
や
は
り
自
分
の
人
生
に
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
も
し
、
問
い
も
し
、
な
に
か
そ
れ
な
り
に
主
体
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
わ
け
で

す
。

■

「
さ
わ
り
が
あ
る
か
ら
本
当
の
自
由
が
あ
る
」

そ
の
「
老
病
死
」
と
い
う
の
は
大
き
な
障
り
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
碍
げ
で
す
。
思
い
ど
お
り
に
な
ら
ん
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
碍
げ
と
い
う
の
は
、

自
分
の
思
い
ど
お
り
に
生
き
ら
れ
ん
も
の
が
碍
げ
で
す
ね
。
思
い
を
碍
げ
る
も
の
、
そ
の
思
い
を
碍
げ
る
も
の
の
一
番
身
近
で
、
最
大
普
遍
的
な
も
の

が
「
老
病
死
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
そ
の
「
老
病
死
」
の
自
覚
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
自
己
の
生
を
取
り
戻
さ
せ
ら
れ
、
問
わ
せ
ら
れ
る
。
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こ
れ
は
い
つ
で
し
た
か
、
ご
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
作
曲
家
の
武
満
徹
さ
ん
で
す
ね
。
武
満
徹
さ
ん
が
「
さ
わ
り
が
あ
る
か
ら
本

当
の
自
由
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
た
。
そ
し
て
こ
の
碍
り
と
い
う
こ
と
が
よ
う
受
け
と
め
か
ね
て
お
り
ま
し
た
と
き
に
、
ひ

と
つ
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
い
い
ま
す
か
、
教
え
ら
れ
た
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
さ
わ
り
が
あ
る
か
ら
本
当
の
自
由
が
あ
る
」
と
い
う
、
こ
れ
は
ま
だ

は
っ
き
り
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
な
ん
か
わ
か
ら
ん
な
り
に
「
あ
っ
」
と
い
う
思
い
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■

人
間
の
心
は
二
重
底
、
所
求
と
情
願

考
え
て
み
ま
す
と
、
本
当
に
人
間
と
い
う
の
は
面
倒
で
あ
り
ま
し
て
、
私
な
り
に
い
つ
も
「
人
間
の
心
と
い
う
の
は
二
重
底
だ
」
と
い
う
言
い
方
を

し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
曇
鸞
大
師
が
『
論
註
』
の
中
で
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
浄
土
の
徳
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
、

所
求
に
称
う
て
情
願
を
満
足
す

（
真
聖
全
一
・
二
九
八
頁
）

と
。
つ
ま
り
、
人
間
の
心
は
「
所
求
」
と
「
情
願
」
と
い
う
二
重
底
に
な
っ
て
い
る
。
「
所
求
」
と
い
う
の
は
日
常
意
識
を
あ
ら
わ
し
ま
す
ね
。
「
あ

れ
ほ
し
い
、
こ
れ
し
た
い
」
と
い
う
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
ま
す
よ
う
な
、
私
ど
も
が
自
分
の
エ
ゴ
に
お
い
て
生
き
て
お
る
欲
望
・
欲

求
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
蹴
飛
ば
す
ん
で
は
な
い
。
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
「
所
求
に
称
う
」
と
。
そ
こ
に
相
応
じ
て
い
く
、

応
じ
て
い
っ
て
「
所
求
」
を
満
た
す
ん
で
は
な
い
で
す
ね
。
「
所
求
に
称
う
て
」
「
所
求
」
を
満
足
さ
せ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
の
宗
教
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
現
世
利
益
の
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
「
所
求
」
の
世
界
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
所
求
に
称
う
」
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
情
願
と

い
う
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
え
て
い
え
ば
、
思
い
よ
り
も
も
っ
と
深
い
、
い
の
ち
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
た
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ

う
い
う
思
い
よ
り
も
も
っ
と
深
い
。

ま
あ
、
こ
の
所
求
と
情
願
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
具
体
的
に
表
現
し
て
く
だ
さ
っ
た
詩
に
、
関
本
理
恵
と
い
う
、
当
時
十
八
歳
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま

し
た
か
ね
、
あ
の
方
の
詩
で
す
ね
。
そ
の
前
半
は
、
「
汚
れ
た
空
気
が
好
き
、
魚
が
死
ん
で
い
く
よ
う
な
海
が
好
き
、
な
に
よ
り
も
好
き
な
の
は
、
毎

日
毎
日
血
を
流
す
戦
争
が
大
好
き
」
と
。
ま
あ
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
い
る
と
、
な
ん
と
い
う
こ
と
か
い
な
と
い
う
よ
う
な
、
ず
っ
と
う
た
わ
れ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
こ
れ
は
所
求
の
世
界
で
す
。
ス
モ
ッ
グ
に
汚
れ
た
空
気
も
、
魚
が
住
め
な
い
海
も
、
戦
争
も
全
部
人
間
の
所
求
が
引
き
起
こ
し

て
き
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
か
ら
。
で
す
か
ら
、
そ
の
所
求
の
生
活
、
所
求
に
お
い
て
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
私
は
反
対
だ
」
と
い
う
こ
と
も
本
当
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■ 現実を思いに閉じ込めて絶望している

は
徹
底
し
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
詩
の
後
に
一
行
空
白
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
叫
ぶ
よ
う
な
調
子
で
、
「
こ
ん
な
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
。
そ
う
い

う
も
の
が
好
き
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
所
求
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
自
分
、
そ
れ
を
「
こ
ん
な
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
。
「
人
の
た
め
に
流
す
一
粒

の
涙
」
、
こ
の
詩
の
言
葉
を
ち
ょ
っ
と
忘
れ
て
お
り
ま
す
が
、
非
常
に
ま
さ
に
所
求
と
情
願
で
す
ね
。
「
こ
ん
な
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
、
い
の

ち
は
叫
ん
で
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
い
の
ち
を
私
し
て
、
そ
し
て
自
分
の
所
求
で
生
き
て
い
る
。
お
互
い
に
そ
の
所
求
で
生
き
合
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
情
願
は
、
そ
れ
こ
そ
所
求
の
夢
を
追
い
う
る
か
ぎ
り
、
気
づ
く
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
や
は
り
、
も
う
そ
の
所
求
の
世
界
に
お
い

て
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
る
。
な
ん
か
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
は
じ
め
て
、
「
こ
ん
な
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
。

■

現
実
を
思
い
に
閉
じ
込
め
て
絶
望
し
て
い
る

な
ん
か
そ
う
い
う
こ
と
が
「
碍
げ
」
と
い
う
も
の
が
私
を
失
わ
せ
る
ん
で
は
な
く
て
、
失
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す
が
、
私
が
つ
ね
に
「
碍
げ
」
に
ぶ

つ
か
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
ど
も
は
絶
望
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
、
絶
望
と
い
う
の
も
こ
れ
は
思
い
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
安
田
先
生

の
言
葉
に
、
「
絶
望
以
上
の
現
実
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
ま
あ
、
あ
る
時
期
そ
れ
な
り
に
、
そ
れ
な
り
に
と
い
う
の
も
変

な
話
な
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
絶
望
的
な
気
分
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
と
き
に
、
そ
の
言
葉
を
お
聞
き
し
た
ん
で
す
。
私
の
絶
望
と
か
、
そ
ん
な
も
の

で
び
く
と
も
せ
ん
現
実
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
現
実
を
思
い
に
閉
じ
込
め
て
絶
望
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
実
は
そ
の
思
い
を
破
っ
て
、
そ
の

深
い
い
の
ち
の
願
い
に
目
覚
ま
し
め
る
も
の
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
ね
。

■

さ
わ
り
の
日
本
人
の
感
覚

で
す
か
ら
、
武
満
さ
ん
は
そ
の
「
さ
わ
り
」
で
す
ね
、
こ
の
「
さ
わ
り
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
日
本
人
の
感
覚
を
非
常
に
大
事
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
日
本
人
は
「
さ
わ
り
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
深
く
大
事
に
受
け
と
め
て
き
た
。
芝
居
に
し
て
も
、
そ
の
「
さ
わ
り
」
と
い
う

一
番
ド
ラ
マ
が
盛
り
上
が
る
と
こ
ろ
、
最
高
潮
に
達
す
る
と
こ
ろ
を
「
さ
わ
り
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
、

主
人
公
が
一
番
、
そ
れ
こ
そ
人
生
の
絶
望
的
な
状
況
に
、
つ
ま
り
「
さ
わ
り
」
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
の
人
生
の
「
さ
わ
り
」
に
ぶ

つ
か
っ
て
、
そ
こ
に
そ
れ
こ
そ
一
人
の
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
の
叫
び
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
叫
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
、
ド
ラ
マ

に
お
け
る
「
さ
わ
り
」
と
い
う
の
は
、
実
は
主
人
公
と
い
う
と
こ
ろ
で
押
さ
え
れ
ば
、
一
番
「
さ
わ
り
」
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
「
さ
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わ
り
」
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
ま
た
ド
ラ
マ
の
「
さ
わ
り
」
だ
と
、
最
高
潮
の
と
こ
ろ
だ
と
。
そ
の
最
高
潮
の
と
こ
ろ
を
「
さ
わ
り
」
と

い
う
言
葉
で
日
本
人
は
表
現
し
て
き
て
い
る
。

■

日
本
の
楽
器

そ
れ
か
ら
作
曲
家
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
楽
器
に
つ
い
て
日
本
の
楽
器
に
は
非
常
に
い
ろ
ん
な
「
さ
わ
り
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
あ
だ
い
た
い
日

本
の
楽
器
は
、
一
番
最
初
は
武
満
さ
ん
が
は
じ
め
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
す
か
、
い
わ
ゆ
る
邦
楽
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
合
奏
の
曲
を
書
か
れ
て
、
そ
れ

を
上
演
す
る
た
め
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
邦
楽
の
人
た
ち
を
連
れ
て
一
緒
に
行
か
れ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
ま
あ
、
日
本
は
こ
う
い
う
湿
気
が
多
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
あ
ち
ら
へ
行
っ
た
ら
大
変
乾
燥
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
し
た
ら
、
笙
篳
篥
と
か
と
い
う
笛
と
か
が
全
部
は
じ
け
て
し
ま
ん
だ
そ
う
で

す
ね
。
乾
燥
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
大
変
苦
心
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
も
う
紙
に
水
を
含
ま
し
て
包
ん
だ
り
な
ん
か
大
変
な
苦
労
を
し
て

そ
の
楽
器
を
保
護
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
楽
器
は
ど
こ
へ
で
も
す
っ
と
持
っ
て
い
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
楽
器
は
ど
こ
へ
で
も
、
と

い
う
に
は
「
さ
わ
り
」
が
あ
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
尺
八
に
し
て
も
琵
琶
に
し
て
も
、
全
部
大
陸
か
ら
来
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
大
陸
で
は
や
っ
ぱ
り
少
し
で
も
弾
き
や
す
く
と
、
少
し
で
も

音
が
出
や
す
く
苦
心
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
へ
来
る
と
、
音
を
出
に
く
く
さ
せ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
さ
わ
り
」
を
つ
け
て
い
る
。
日
本
の
楽
器
に

は
そ
の
「
さ
わ
り
」
が
つ
け
て
あ
る
。
琵
琶
に
し
て
も
、
普
通
は
弦
を
支
え
る
あ
れ
の
上
へ
張
る
わ
け
で
す
ね
。
竿
よ
り
も
上
に
張
る
わ
け
で
す
が
。

た
し
か
琵
琶
は
、
逆
に
Ｖ
字
型
に
彫
っ
て
張
っ
て
あ
る
ん
で
す
か
ね
、
よ
う
わ
か
ら
ん
で
す
が
、
な
ん
か
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
押
さ

え
て
も
結
局
振
動
で
溝
に
当
た
る
。
雑
音
が
出
る
。
あ
る
意
味
で
、
き
れ
い
な
音
が
出
に
く
く
し
て
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
日
本
の
楽
器
と
い
う
の
は
、

尺
八
に
し
て
も
、
日
本
の
楽
器
は
音
が
出
る
ま
で
大
変
な
わ
け
な
ん
で
す
が
、
も
と
も
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
日
本

に
お
い
て
そ
う
い
う
、
あ
る
意
味
で
音
が
出
に
く
い
「
さ
わ
り
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
さ
わ
り
」
を
あ
る
意
味
で
、
通
し
て
音
が
出
始
め
る

と
き
、
は
じ
め
て
そ
れ
こ
そ
魂
に
響
く
よ
う
な
音
色
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
と
。
そ
の
音
の
深
さ
で
す
ね
。
そ
う
い
う
独
特
の
音
色
の
深
さ
は
、
そ
の

「
さ
わ
り
」
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
か
そ
う
い
う
こ
と
を
武
満
さ
ん
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

■

「
さ
わ
り
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
さ
わ
り
は
転
機
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そ
う
い
う
「
さ
わ
り
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
思
い
も
か
け
ぬ
深
さ
、
思
い
よ
り
も
も
っ
と
深
い
、
そ
う
い
う
音
色
が
出
る
。
な
に
か
そ
う
い
う
そ
こ
に
ま

さ
に
転
機
に
し
て
い
く
。
障
害
、
碍
り
を
、
あ
ら
ゆ
る
碍
り
を
転
機
と
す
る
力
、
転
機
と
し
て
活
か
し
て
い
く
は
た
ら
き
、
そ
う
い
う
も
の
を
「
無

碍
」
と
。
で
す
か
ら
、
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
」
と
い
う
の
は
、
な
に
も
の
に
も
碍
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ど
ん
な
も
の
に
も
く
じ
け
る
こ
と
な
く

生
き
て
い
け
る
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
を
転
機
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
碍
げ
が
扉
と
な
る
。
よ
り
深
く
、

よ
り
広
い
、
そ
う
い
う
世
界
へ
の
扉
に
な
る
。
な
ん
か
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
の
「
無
碍
」
と
い
う
言
葉
に
煩
悩
の
「
こ
お
り
お
お
き
に
」
、
こ
の
徳
の

水
お
お
し
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
の
転
入
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
転
入
と
い
う
世
界
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
転
入
の
世
界
が
成
就
さ
れ
て
あ
れ
ば
こ
そ
、

凡
愚
の
事
実
に
帰
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
凡
愚
に
事
実
に
帰
る
こ
と
が
、
し
か
も
そ
う
い
う
広
大
な
世
界
に
開
か
れ
て
い
く
転
機
と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
て
い
く
。
で
す
か
ら
、
な
ん
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
海
と
い
う
、
「
一
乗
海
」
と
い
う
、
海
と
い
う
意
味
が
あ
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
全
体
が
そ
う
い
う
転
機
と
さ
れ
て
い
く
場
が
開
か
れ
て
、
場
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
こ
の
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
れ
が
さ
ら
に
問
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
ま
あ
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
も
ま
あ
非
常
に
面
倒
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
た
だ
あ
る
意
味
で
、
「
真
実
」
と
い
う
こ
と
を
一
番
厳
密
に
押

さ
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
曇
鸞
大
師
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
の
「
行
巻
」
に
の
「
真
実
功
徳
相
」
（
聖
典
一
七
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
を
曇
鸞
大
師
が
押

さ
え
ら
れ
ま
し
て
、
「
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
「
二
種
の
功
徳
あ
り
」
と
し
て
、

一
つ
に
は
、
有
漏
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
わ
ゆ
る
凡
夫
人
天
の
諸
善
・
人
天
の
果
報
、
も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顛

倒
す
、
み
な
こ
れ
虚
偽
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
二
つ
に
は
、
菩
薩
の
智
慧
・
清
浄
の
業
よ
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。

法
性
に
依
っ
て
清
浄
の
相
に
入
れ
り
。
こ
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
、
真
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。

（
聖
典
一
七
〇
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
不
実
の
功
徳
」
と
「
真
実
の
功
徳
」
と
い
う
二
つ
を
あ
げ
て
、
真
実
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
押
さ
え
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
ま
で
で
次
回
に
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
一
年
六
月
二
十
日
）
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（
二
〇
〇
一
年
六
月
二
十
一
日
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
「
行
巻
」
、
『
教
行
信
証
』
は
、
そ
の
題
号
の
ご
と
く
に
「
文
類
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
安
田
先
生
が
よ
く
、
こ
の
「
文

類
」
が
主
文
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
が
。
こ
の
「
行
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も
、
だ
い
た
い
引
か
れ
て
お
り
ま
す
の

が
、
三
〇
部
九
九
文
と
あ
る
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
昭
和
四
十
二
年
の
年
に
、
大
河
内
君
の
お
父
さ
ん
、
大
河
内
了
悟
先
生
が
安
居
で
こ

の
「
行
巻
」
を
講
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
藤
元
君
と
私
と
二
人
が
都
講
と
い
う
の
で
す
か
ね
、
本
講
の
先
生
の
助
手
み
た
い
な
こ
と
で
大
河

内
先
生
か
ら
無
理
や
り
引
っ
張
り
出
さ
れ
ま
し
て
勤
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
あ
、
大
河
内
君
の
お
父
さ
ん
、
そ
の
大
河
内
先
生
は
非
常
に
激
し

い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
な
か
な
か
い
ろ
い
ろ
と
期
間
中
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
。
だ
い
た
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
か
ん
の
か
な
。
安
居
は
本
当

は
教
え
を
学
ん
で
い
る
場
で
す
が
、
安
居
歴
何
十
年
と
い
う
方
が
何
人
も
お
ら
れ
ま
し
て
、
こ
の
人
た
ち
が
秋
安
居
の
主
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、

な
か
な
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
大
河
内
先
生
と
衝
突
し
ま
し
て
大
変
な
や
り
と
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
ま
す
。

そ
の
と
き
お
書
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
安
居
の
講
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
「
行
巻
」
に
は
三
十
部
九
十
九
文
の
文
類
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
経
典
が
八
部
二
十
四
文
、
論
が
三
部
十
五
文
、
そ
し
て
釈
が
十
九
部
六
十
文
と
細
か
く
数
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
し

か
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
行
巻
」
に
あ
っ
て
は
三
国
七
祖
の
方
々
が
、
そ
の
次
第
と
い
い
ま
す
か
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
そ
の
歴
史
的
な
次
第
の
ま

ま
に
七
高
僧
の
方
の
全
部
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

大
行
と
は

こ
れ
は
ま
あ
、
そ
う
い
う
時
代
の
順
番
の
ま
ま
に
七
祖
の
言
葉
が
全
部
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
引
か
れ
て
あ
り

ま
す
お
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
そ
の
内
容
と
い
う
こ
と
が
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
引
か
れ
方
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し

ま
す
と
、
な
に
か
七
祖
の
存
在
そ
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
文
章
を
そ
こ
に
文
類
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
な
に
か

そ
こ
に
は
、
こ
の
世
に
出
で
、
そ
し
て
こ
の
念
仏
の
大
行
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
、

そ
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
来
た
っ
て
こ
の
歴
史
を
見
よ
」
と
い
う
よ
う
な
お
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
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ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
引
か
れ
て
あ
り
ま
す
言
葉
の
背
後
で
す
ね
。
そ
の
七
高
僧
の
お
一
人
お
ひ
と
り
が
生
き
ら
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
社

会
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
通
し
て
尋
ね
歩
ま
れ
た
歩
み
の
中
か
ら
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
言
葉
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ま
あ
、
宗
さ
ん
が
「
言
葉
は
声
」
と
押
さ
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
文
章
で
は
な
く
て
響
き
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
言
葉
が

持
っ
て
い
る
響
き
。
つ
ま
り
言
葉
に
は
、
文
章
を
通
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
言
葉
が
発
し
て
い
る
響
き
と

い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
持
っ
て
い
る
響
き
は
、
こ
れ
は
そ
こ
に
全
存
在
が
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
文
章
は
飾
れ

ま
す
が
、
言
葉
の
響
き
は
飾
り
よ
う
が
な
い
。
飾
れ
ば
飾
っ
て
い
る
と
い
う
響
き
に
な
る
。
で
す
か
ら
聞
く
と
い
う
の
は
、
や
は
り
た
だ
言
葉
の
筋
道

を
聞
く
ん
で
は
な
い
で
す
わ
ね
。
語
っ
て
お
ら
れ
る
方
の
そ
の
言
葉
の
響
き
を
通
し
て
、
そ
れ
こ
そ
語
っ
て
お
ら
れ
る
魂
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
そ

こ
に
は
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
い
つ
も
思
い
出
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
斎
部
広
成
と
い
う
人
の
著
し
て
お
ら
れ
る
『
古
語
拾
遺
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ

に
こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

蓋
し
聞
く
。
上
古
の
世
、
未
だ
文
字
有
ら
ず
。
貴
賤
老
少
、
口
口
に
相
い
伝
え
て
、
前
言
往
行
、
存
し
て
忘
れ
ず
。
書
契
あ
り
て
以
来
、
古
を
談

る
こ
と
を
好
ま
ず
。
浮
華
競
い
興
り
、
還
り
て
旧
老
を
嗤
う

「
蓋
し
聞
く
。
上
古
の
世
」
、
ま
あ
昔
々
、
「
未
だ
文
字
有
ら
ず
」
と
、
い
ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た
。
「
貴
賤
老
少
」
、
貴
い
人
・
賤
し
い
人
で
す
ね
。

そ
れ
と
老
い
た
者
・
若
い
者
。
「
口
口
に
相
い
伝
え
て
前
言
往
行
」
と
。
つ
ま
り
、
言
葉
の
響
き
を
通
し
て
聞
き
と
ら
れ
、
そ
の
聞
き
と
ら
れ
た
言
葉

が
受
け
と
め
ら
れ
生
き
て
い
く
。
な
ん
か
そ
う
い
う
「
前
言
往
行
、
存
し
て
忘
れ
ず
」
と
。
そ
の
言
葉
が
心
に
刻
ま
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
書

契
」
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
文
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
「
書
契
あ
り
て
以
来
、
古
を
談
る
こ
と
を
好
ま
ず
」
で
す
ね
。
人
々
は
も
う
古
い
こ
と

を
語
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
「
浮
華
競
い
興
り
」
、
つ
ま
り
個
人
個
人
の
才
能
で
す
ね
、
そ
の
才
能
を
互
い
に
競
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
還
り
て

旧
老
を
嗤
う
」
と
い
う
。
ま
あ
、
年
老
い
た
者
の
そ
う
い
う
言
葉
を
鼻
で
嘲
笑
う
、
冷
笑
す
る
と
い
う
で
す
ね
。
結
局
、
互
い
に
才
能
の
と
こ
ろ
だ
け

で
、
理
知
の
と
こ
ろ
だ
け
で
言
葉
を
も
て
あ
そ
ん
で
、
そ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
魂
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
ふ
れ
る
と
、
そ
れ
を
尋
ね
る
と
い
う

よ
う
な
心
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
、
言
葉
が
声
で
あ
る
こ
と
を
失
う
。
言
葉
が
声
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だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
ま
あ
、
私
ど
も
人
類
の
歴
史
を
通
し
て
ず
っ
と
免
れ
が
た
い
こ
と
と
し
て
あ
る
と
い
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
今
日
我
々
に
お
い
て
も
や
は

り
、
長
い
歴
史
の
中
で
そ
う
い
う
声
と
し
て
聞
く
と
い
う
感
覚
す
ら
失
っ
て
き
て
い
る
。
昔
は
響
き
か
ら
入
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
ま
だ
江
戸
時
代
で
も
、

そ
れ
こ
そ
「
素
読
百
遍
、
意
自
ず
か
ら
通
ず
」
と
。
そ
れ
こ
そ
、
ま
ず
素
読
で
す
。
何
が
書
い
て
あ
る
か
、
意
味
理
解
よ
り
先
に
文
章
の
響
き
に
出
会

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
日
は
意
味
理
解
か
ら
し
か
入
ろ
う
と
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

■

文
類
、
「
王
者
の
魂
」
と
は
歴
史
に
ま
で
な
っ
て
い
る
魂

そ
う
い
う
中
で
、
で
す
か
ら
私
ど
も
が
こ
う
い
う
文
類
さ
れ
て
い
る
文
章
に
出
会
っ
て
い
き
ま
し
て
も
、
そ
れ
こ
そ
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の

歴
史
、
そ
の
歴
史
に
ま
で
な
っ
て
い
る
魂
、
今
回
宗
さ
ん
が
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
「
王
者
の
魂
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
も

の
を
私
ど
も
が
ふ
れ
な
い
ま
ま
に
、
や
っ
ぱ
り
意
味
理
解
と
い
う
こ
と
に
執
わ
れ
て
い
く
。
ま
あ
、
こ
れ
は
面
倒
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
か
な
か

超
え
が
た
い
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
も
先
日
も
申
し
上
げ
た
こ
と
で
す
が
、
結
局
、
私
ど
も
が
自
分
の
理
知
を
も
っ
て
意
味
理
解
と
い
う
こ
と
に
走
り
ま
す
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
主

観
的
な
あ
り
方
に
陥
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
、
最
初
の
と
き
に
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ま
し
た
、
菩
薩
道
に
お
き
ま
し
て
「
七
地
沈
空

の
難
」
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
二
八
六
ペ
ー
ジ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
問
答
の
答
え
の
ほ
う
だ
け
見
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

答
え
て
曰
わ
く
、
菩
薩
七
地
の
中
に
し
て
大
寂
滅
を
得
れ
ば
、
上
に
諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
。
仏
道
を
捨
て

て
実
際
を
証
せ
ん
と
す
。
そ
の
時
に
も
し
十
方
諸
仏
の
神
力
加
勧
を
得
ず
は
、
す
な
わ
ち
滅
度
し
て
二
乗
と
異
な
け
ん
。

（
聖
典
二
八
六
頁
）

と
、
結
局
、
菩
薩
道
を
歩
ん
で
行
じ
て
い
く
わ
け
で
す
。
細
か
く
は
五
十
二
の
位
が
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
最
後
の
菩
薩
十
地
の
中
の
初
地

か
ら
六
地
ま
で
ず
っ
と
行
を
積
ん
で
い
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
菩
薩
と
し
て
の
行
を
六
地
ま
で
積
ん
で
い
っ
て
、
六
地
に
お
い
て
こ
の
真
実
の
、

「
現
前
地
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
人
の
前
に
真
理
が
現
前
す
る
。
ま
あ
、
一
つ
の
到
達
点
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
求
む
べ
き
も
の
を
求

め
て
、
そ
し
て
真
理
が
そ
こ
に
現
前
す
る
ま
で
に
到
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
七
地
に
入
っ
て
も
う
す
で
に
求
む
べ
き
も
の
を
求
め
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
、

ま
た
菩
薩
道
と
し
て
度
す
べ
き
衆
生
を
度
し
終
わ
っ
た
。
つ
ま
り
、
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
終
わ
っ
た
。
そ
こ
に
そ
れ
こ
そ
仏
道
を
極
め
終
わ
っ
た
。
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■

「
証
実
際
」
と
は
「
仏
道
の
根
芽
を
生
ぜ
ず
」

こ
こ
に
「
実
際
」
と
い
う
言
葉
が
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
「
実
際
」
と
い
う
の
は
、
言
葉
自
体
は
究
極
的
な
真
実
、
「
際
」
は
「
き
わ
」
で
す
ね
。

究
極
的
な
真
実
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
が
、
曇
鸞
大
師
に
あ
っ
て
は
、
「
実
際
」
と
い
う
言
葉
で
つ
ね
に
二
乗
の
さ
と
り
を
表
現
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
二
乗
の
究
極
的
な
境
地
と
し
て
「
灰
身
滅
智
」
と
い
う
、
つ
ま
り
迷
い
の
身
も
迷
い
の
心
も
滅
し
去
っ
た
、
言
う
な
ら
ば
真
理
と
ひ
と
つ
に
な
っ
た

境
地
で
す
。
ま
あ
涅
槃
と
い
え
ば
、
「
無
余
依
涅
槃
」
で
す
ね
。
も
は
や
迷
い
の
元
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
一
切
断
ち
切
っ
た
。
あ
え
て
い
え
ば
迷
い

の
依
り
拠
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
す
べ
て
滅
し
去
っ
た
境
地
で
す
。
そ
れ
が
究
極
的
な
境
地
と
し
て
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
言
い

か
え
れ
ば
、
人
間
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
な
い
の
か
。
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
迷
い
か
ら
免
れ
た
。
身
も
心
も
滅
し

去
る
ん
で
す
か
ら
。
人
間
と
し
て
の
身
も
心
も
滅
し
去
っ
て
、
人
間
と
し
て
免
れ
ら
れ
な
い
苦
し
み
や
迷
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
世
を
生

き
る
苦
悩
の
人
々
に
と
っ
て
な
ん
の
力
に
も
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
は
な
に
も
の
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
「
仏
道
の
根
芽
を
生
ぜ
ず
」
と
。
「
実

際
」
と
い
う
境
地
は
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
は
な
に
も
の
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
生
み
出
す
力
も
な
い
。
そ
う
い
う
「
仏
道
の
根
芽
を
生
ぜ
ず
」
と
い
う

批
判
で
す
。
で
す
か
ら
曇
鸞
大
師
に
か
ぎ
ら
ず
、
菩
薩
に
と
っ
て
、
結
局
そ
う
い
う
境
地
に
堕
ち
る
こ
と
は
致
命
傷
で
す
ね
。
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
は

ま
だ
も
が
き
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
も
が
き
が
問
い
を
持
た
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
い
が
歩
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
も
し
こ
の

二
乗
実
際
に
沈
む
な
ら
ば
、
も
は
や
そ
こ
か
ら
は
な
に
も
の
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
菩
薩
に
と
っ
て
の
死
だ
と
恐
れ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

■

七
地
沈
空
と
は
仏
道
を
求
め
て
歩
み
続
け
て
仏
道
を
見
失
っ
た
。

結
局
七
地
沈
空
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
仏
道
を
求
め
て
歩
み
続
け
て
仏
道
を
見
失
っ
た
。
人
間
で
あ
る
こ
と
を
も
失
っ
て
い
く
結
果
に
な

る
。
で
す
か
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
沈
空
を
突
破
す
る
か
と
い
う
、
沈
空
を
超
え
て
い
け
る
の
か
と
い
う
。
そ
こ
に
、
「
諸
仏
の
加
勧
」
と
い
う
こ
と

が
い
わ
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
い
ま
の
そ
こ
の
文
章
の
と
こ
ろ
に
出
て
お
り
ま
す
「
十
方
諸
仏
の
神
力
加
勧
を
得
ず
は
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

「
諸
仏
の
加
勧
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
超
え
て
い
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

■

諸
仏
の
加
勧

そ
の
「
諸
仏
の
加
勧
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
ま
あ
『
華
厳
経
』
の
ほ
う
で
は
「
七
勧
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ま
あ
約
め
て
言
い
ま
す
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と
、
私
は
三
つ
に
収
ま
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、
「
汝
い
ま
だ
得
ず
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
諸
仏
に
よ
っ
て
「
汝
い
ま

だ
得
ず
」
と
。
や
は
り
、
こ
う
い
う
聞
法
会
と
い
う
場
に
出
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
し
て
い
ろ
ん
な
人
に
出
会
っ
て
、
い
ろ
ん
な
話
を
聞
く
。
そ
う
い

う
中
で
、
は
じ
め
て
「
い
ま
だ
得
ず
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
安
田
先
生
は
い
つ
も
、
師
と
い
う
も
の
、
先
生
で
す

ね
、
「
師
は
私
を
否
定
し
て
く
だ
さ
る
人
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
私
を
否
定
し
て
く
だ
さ
る
人
が
師
だ
と
。
そ
れ
こ
そ
「
汝
い
ま
だ
得

ず
」
と
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
満
足
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
広
大
な
世
界
を
見
よ
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
小
さ
な
世
界
を
作
っ
て
、

そ
の
中
で
自
己
満
足
し
て
お
る
、
そ
う
い
う
私
を
し
て
、
そ
う
い
う
世
界
が
叩
き
壊
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
こ
に
広
大
な
世
界
へ
、
と
い
う
眼
を

開
か
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
「
汝
い
ま
だ
得
ず
」
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
勧
め
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
第
二
に
は
、
お
前
は
さ
と
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
周
り
を
見
ろ
と
。
「
凡
夫
い
ま
だ
証
得
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
、
苦

悩
し
て
い
る
人
が
お
る
で
な
い
か
と
い
う
。
「
い
ま
だ
証
得
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
に
眼
を
開
か
し
め
る
。
人
間
に
出
会
わ
せ
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
人
に
出
会
わ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
第
三
が
「
本
（
も
と
）
誓
願
す
る
と
こ
ろ
を
憶
念
せ
よ
」
と
い
う
こ

と
を
勧
め
る
と
。

■

「
逆
流
体
験
」

ま
あ
、
も
う
ひ
と
つ
、
よ
く
意
味
を
理
解
で
き
ん
ま
ま
に
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
こ
そ
言
葉
の
響
き
と
し
て
、
な
ん
か
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
言

葉
の
ひ
と
つ
に
、
藤
元
君
が
た
え
ず
言
う
「
逆
流
体
験
」
で
す
ね
。
下
手
な
こ
と
を
言
う
と
、
い
つ
も
藤
元
君
が
「
宮
城
は
あ
あ
い
う
こ
と
言
う
け
ど

な
」
と
、
『
大
地
』
の
学
習
録
を
読
み
ま
す
と
よ
う
出
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
ん
だ
け
取
り
上
げ
て
く
れ
た
か
と
思
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
が
。

ま
あ
、
ま
た
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
な
と
思
う
の
で
言
い
ま
せ
ん
け
ど
も
。
な
ん
か
言
葉
と
し
て
な
ん
か
前
へ
前
へ
と
向
い
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
あ

る
意
味
で
、
宗
教
体
験
と
い
う
の
は
逆
流
体
験
だ
と
。
源
に
遡
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
世
間
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
「
初
心
に
帰
れ
」
と
こ
う
言
い
ま

す
が
、
し
か
し
、
そ
の
初
心
と
い
う
の
は
、
決
し
て
自
分
が
思
い
立
っ
た
と
き
の
心
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
世
間
的
に
は
そ
う

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
「
初
心
に
帰
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
わ
け
で
す
け
ど
も
。
こ
の
「
本
誓
願
」
、
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
え
ば
、
誓

願
し
た
と
き
の
そ
の
本
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
私
の
中
に
願
が
私
を
う
な
が
し
は
じ
め
た
そ
の
本
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
私
の
思
い
立
っ
た
と
き
か
ら
は
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じ
ま
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
思
い
立
っ
た
と
き
に
帰
っ
て
も
繰
り
返
し
で
す
。
思
い
立
っ
た
と
き
に
帰
る
の
は
逆
流
と
は
い
わ
ん
の
で
し
ょ
う

ね
。つ

ま
り
、
先
日
も
中
国
の
黄
河
の
あ
の
大
河
の
源
流
、
そ
の
最
初
の
一
滴
を
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
な
苦
労
を
し
て
そ
れ
を
尋
ね
て
い
く
、

そ
う
い
う
姿
が
テ
レ
ビ
で
ず
っ
と
辿
ら
れ
と
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ポ
ト
ポ
ト
と
出
て
い
る
水
、
一
滴
一
滴
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ
を
辿
り
着
い
て
、

「
あ
あ
、
こ
こ
が
源
流
だ
」
と
い
っ
て
感
動
す
る
シ
ー
ン
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
一
滴
一
滴
の
根
っ
こ
が
あ
る
わ
け
で
す
わ
ね
。
つ
ま
り
、

地
中
に
ど
れ
だ
け
の
水
が
あ
る
か
、
ど
れ
だ
け
の
水
が
そ
の
一
滴
に
凝
縮
し
て
滴
り
落
ち
て
い
る
の
か
。
一
滴
一
滴
が
源
流
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。

一
滴
を
生
み
だ
し
た
も
の
が
あ
る
。
道
と
い
う
も
の
も
、
一
人
の
発
心
か
ら
は
じ
ま
る
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
発
心
さ
せ
た
も
の
が
あ
る
。

■

「
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
の
な
ら
や
め
て
お
け
。
せ
ず
に
お
れ
な
い
の
な
ら
や
れ
」

ま
あ
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
先
輩
の
方
た
ち
か
ら
先
生
方
々
、
曽
我
先
生
を
中
心
に
し
て
ご
承
知
の
よ
う
に
真
人
社
と
い
う
歩
み
を
開
い
て
く
だ
さ
っ

た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
終
わ
り
ご
ろ
、
真
人
社
か
ら
『
真
人
』
と
い
う
雑
誌
が
ず
っ
と
出
て
お
り
ま
し
て
、
や
は
り
大
谷
派
の
歴
史
の
中
で
は
大
き

な
仕
事
と
い
い
ま
す
か
、
大
き
な
歴
史
を
作
っ
た
雑
誌
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
の
晩
年
を
た
し
か
宗
さ
ん
と
私
た
ち
と
で
出
版
業
務
を
任
さ
れ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
先
生
方
は
皆
忙
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
原
稿
は
ち
ょ
っ
と
も
集
ま
ら
な
い
。
い
ま
で
い
う
テ
ー
プ
起
こ
し
ば
か
り
で
お
茶

を
濁
す
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
こ
そ
真
人
社
と
し
て
の
願
い
、
真
人
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
歩
ま
れ
て
き
た
そ
の
歴
史
を
思
う
と
き
に
、
「
こ
ん
な
雑

誌
を
出
し
と
っ
て
え
え
の
か
」
と
い
う
気
が
し
ま
し
て
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
雑
誌
を
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
、
な
ん
か
そ
う
い
う
問
題
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。
安
田
先
生
の
と
こ
ろ
に
も
相
談
に
お
伺
い
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
い
わ
れ
た
言
葉
が
、
よ
く
申
し
ま
す
、
「
し
な
く
ち
ゃ
な
ら

ん
と
思
う
の
な
ら
や
め
て
お
け
。
せ
ず
に
お
れ
な
い
の
な
ら
や
れ
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
の
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
な
ん

か
禅
問
答
み
た
い
な
、
そ
れ
こ
そ
、
せ
ず
に
お
れ
な
い
な
ら
相
談
せ
ん
で
も
や
っ
て
い
る
と
（
笑
）
。
そ
う
い
う
へ
そ
曲
が
り
で
す
か
ら
、
本
当
に
そ

う
い
う
こ
と
が
頭
に
あ
り
ま
し
て
、
要
す
る
に
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
考
え
た
ら
、
せ
ず
に
お
れ
な
い
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
た
ら
、
何
に
も
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
せ
ず
に
お

れ
な
い
も
の
、
じ
ゃ
あ
『
真
人
』
の
そ
れ
を
止
め
て
な
に
す
る
ん
だ
と
、
何
が
せ
ず
に
お
れ
な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
な
に
も
な
い
。
そ
の
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せ
ず
に
お
れ
な
い
こ
と
が
な
い
の
に
、
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
文
句
を
言
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
本
当
は
、
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
こ

と
を
し
て
い
く
中
で
、
せ
ず
に
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
尋
ね
ら
れ
て
い
く
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
本
当
に
尋
ね
る
こ
と
な
し
に
、
こ
ん
な
こ
と
を

さ
せ
ら
れ
て
お
っ
て
ど
う
な
る
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
思
い
で
す
ね
。
そ
の
せ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
何
な
ん
だ
と
い
う
、
自
分
の
中
に
は
っ
き
り
と

自
覚
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
大
地
の
会
を
う
な
が
さ
れ
た
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
ら
た
め
て
、
自
分
自
身
に
お
い
て

本
当
に
せ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
、
そ
れ
が
な
ん
な
ん
だ
と
い
う
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
せ
ず
に
お
れ
な
く
さ
せ
て
く
る

の
も
の
で
す
ね
。
決
し
て
そ
れ
は
個
人
の
考
え
や
意
思
や
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
じ
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
は
り
せ
ず
に
お
れ
な

く
さ
せ
て
く
る
世
界
が
あ
り
、
人
々
が
お
り
、
歴
史
が
あ
る
。

■

「
本
誓
願
」

で
す
か
ら
、
そ
の
「
本
誓
願
」
と
は
そ
う
い
う
せ
ず
に
お
れ
な
く
さ
せ
て
き
て
い
る
も
の
を
つ
ね
に
憶
念
せ
よ
と
。
そ
れ
を
憶
念
せ
よ
と
。
な
ん
か

思
い
立
っ
た
初
期
の
在
り
方
に
帰
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
だ
け
が
つ
ね
に
新
た
な
歴
史
を
開
い
て
い
く
ん
で

あ
り
ま
す
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
七
祖
の
「
文
類
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
「
本
誓
願
す
る
と
こ
ろ
」
、
特
に
「
行
巻
」
の
引
文
に
あ
っ
て
は
、
そ

う
い
う
「
本
誓
願
す
る
と
こ
ろ
」
が
憶
念
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
に
あ
っ
て
、
七
祖
に
象
徴
さ
れ
ま
す
念
仏
者

の
歴
史
で
す
ね
。
そ
の
歴
史
を
う
な
が
し
て
き
た
も
の
が
つ
ね
に
憶
念
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
引
文
を
通
し
て
展
開
さ
れ
て
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、

七
祖
の
そ
の
文
類
を
通
し
て
、
宗
祖
が
文
字
ど
お
り
念
仏
の
歴
史
の
、
そ
れ
こ
そ
源
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
憶
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
「
行
巻
」
の
ひ
と
つ
の
世
界
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
も
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

「
浄
土
の
行
」
と
は
歴
史
に
呼
応
し
て
き
た
人
々
の
歩
み

ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
が
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
「
浄
土
の
行
」
と
は
、
ま
さ
に
そ

う
い
う
歴
史
の
展
開
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
に
呼
応
し
て
き
た
人
々
の
歩
み
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ば
、
浄
土
も
、
そ
う

い
う
源
流
と
い
い
ま
す
か
、
う
な
が
し
て
や
ま
な
い
、
そ
う
い
う
世
界
と
し
て
う
な
ず
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
あ
ら
た

め
て
、
そ
の
「
真
実
の
行
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
く
る
と
い
い
ま
す
か
、
思
わ
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。



- 54 -

■ 有漏の心

■

有
漏
の
心

「
真
実
」
と
い
う
言
葉
を
厳
密
に
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
曇
鸞
大
師
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
我
依
修
多
羅

真
実
功
徳
相
」
と
い
う
言
葉

を
押
さ
え
て
い
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、

「
真
実
功
徳
相
」
は
、
二
種
の
功
徳
あ
り
。
一
つ
に
は
、
有
漏
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
わ
ゆ
る
凡
夫
人
天
の
諸
善
・
人
天
の
果
報
、

も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顛
倒
す
、
み
な
こ
れ
虚
偽
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
二
つ
に
は
、
菩
薩
の
智
慧
・
清
浄

の
業
よ
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依
っ
て
清
浄
の
相
に
入
れ
り
。
こ
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
、
真
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
い

か
ん
が
顛
倒
せ
ざ
る
、
法
性
に
依
り
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
。
い
か
ん
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
、
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
る
が
ゆ
え
な
り
。

（
聖
典
一
七
〇
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
「
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
、
そ
の
「
不
実
の
功
徳
」
と
「
真
実
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
あ
げ
て
お
ら
れ

ま
す
ね
。
そ
し
て
、
不
実
の
功
徳
は
「
有
漏
の
心
よ
り
生
」
ず
と
い
う
。
「
有
漏
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
」
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
は
顛
倒
・

虚
偽
と
い
う
こ
と
を
結
果
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
実
功
徳
の
ほ
う
は
、
「
菩
薩
の
智
慧
・
清
浄
の
業
よ
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
」
と
。
こ
ち

ら
は
不
顛
倒
・
不
虚
偽
と
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
、
そ
こ
に
真
実
と
は
不
顛
倒
・
不
虚
偽
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ

る
わ
け
ご
ざ
い
ま
す
が
。
そ
こ
に
「
不
実
の
功
徳
」
の
ほ
う
を
、
そ
う
い
う
「
有
漏
の
心
よ
り
生
」
ず
。
そ
れ
は
「
法
性
に
順
ぜ
」
ざ
る
心
。
そ
の

「
有
漏
の
心
よ
り
生
」
ず
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
有
漏
の
心
」
と
い
い
ま
し
て
も
、
な
ん
か
特
別
に
そ
う
呼
ば
れ
る
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で

し
ょ
う
。
現
実
に
は
、
我
々
の
心
は
つ
ね
に
有
漏
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
、
我
見
・
我
執
を
離
れ
た
こ
と
の
な
い
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
人
間
の
心
、
分
別
か
ら
出
発
す
る
。
人
間
の
心
を
も
っ
て
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

■

自
分
の
ほ
う
か
ら
真
実
を
求
め
て
い
く
。
真
実
の
ほ
う
か
ら
の
問
い
か
け
を
聞
き
流
し
な
が
ら

こ
れ
は
え
ら
い
和
田
先
生
の
講
義
録
を
あ
げ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
恐
縮
で
す
け
ど
も
、
そ
の
『
真
宗
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
会
館
で
の
先
生
の

ご
講
義
の
中
で
、

私
は
、
真
宗
の
信
心
と
い
う
の
は
、
我
々
の
ほ
う
か
ら
真
実
を
目
指
し
て
進
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
実
は
、
真
実
の
ほ
う
か
ら
の
問
い
か
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け
に
お
い
て
、
自
己
の
体
質
・
体
制
を
頼
ん
で
生
き
て
い
る
我
ら
の
真
実
な
ら
ざ
る
あ
り
方
が
徹
底
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

と
あ
り
ま
す
。
我
々
の
ほ
う
か
ら
真
実
を
求
め
て
目
指
し
て
進
む
と
い
う
、
そ
う
い
う
歩
み
で
は
な
い
。
逆
に
、
真
実
の
ほ
う
か
ら
の
問
い
か
け
に
お

い
て
、
自
己
の
真
実
な
ら
ざ
る
あ
り
方
が
徹
底
し
て
知
ら
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

対
し
て
、

と
こ
ろ
が
、
そ
の
真
実
か
ら
の
問
い
か
け
を
聞
き
流
し
な
が
ら
、
逆
に
自
ら
真
実
を
目
指
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ど
う
し
て
も
現
実
を
離
れ
た

主
観
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

と
い
う
こ
と
を
、
厳
し
く
和
田
先
生
が
ご
指
摘
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
が
。
そ
こ
に
押
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
あ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
こ
の
「
有
漏
の

心
よ
り
生
」
ず
る
と
こ
ろ
の
「
不
実
の
功
徳
」
と
、
「
菩
薩
の
智
慧
・
清
浄
の
業
よ
り
起
こ
」
る
と
こ
ろ
の
「
真
実
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
の
、
こ
の

『
論
註
』
の
言
葉
に
重
な
る
言
葉
だ
と
私
は
読
ま
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
今
日
の
大
き
な
問
題
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
意
味
で
抜
き

が
た
く
私
ど
も
に
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
分
の
ほ
う
か
ら
真
実
を
求
め
て
い
く
。
真
実
の
ほ
う
か
ら
の
問
い
か
け

を
聞
き
流
し
な
が
ら
、
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。

■

「
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
正
し
い
思
想
」

こ
れ
は
前
に
も
ご
紹
介
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
富
岡
幸
一
郎
と
い
う
人
の
『
使
徒
的
人
間
』
と
い
う
書
物
が
、
講
談
社
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
内
容
は
ず
っ
と
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
聞
か
れ
て
い
る
書
物
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
富
岡
さ
ん
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
事
業
と
い
い
ま
す
か
、
そ

れ
を
一
口
で
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、

バ
ル
ト
と
い
う
人
は
、
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
正
し
い
思
想
で
は
な
く
て
、
人
間
に
つ
い
て
の
神
の
正
し
い
思
想
を
開
示
し
明
ら
か
に
し
始
め
た
。

と
押
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
、
「
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
正
し
い
思
想
」
、
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
の
人
間
の
理
知
を
も
っ
て
神
を
い
か
に

正
し
く
理
解
す
る
か
。
人
間
の
理
知
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
と
ら
え
方
で
な
く
て
、
逆
に
、
神
に
お
い
て
人
間
が
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

の
か
を
神
に
聞
く
。
な
に
か
そ
う
い
う
方
向
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
、
そ
の
「
真
実
か
ら
の
問
い
か
け
」
と
、
自
分
か
ら
真
実
を
求
め
て
い
く

と
い
う
の
と
、
そ
の
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
が
そ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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結
局
、
私
ど
も
が
つ
ね
に
、
い
ま
の
神
と
い
う
言
葉
を
こ
れ
は
大
変
乱
暴
な
こ
と
で
す
が
、
仏
あ
る
い
は
仏
法
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
み
ま
す

と
、
私
ど
も
の
あ
り
方
も
、
ま
さ
に
仏
と
か
仏
法
に
つ
い
て
の
人
間
の
正
し
い
理
解
、
正
し
い
思
想
を
一
生
懸
命
追
い
求
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
前

に
仏
に
お
い
て
人
間
が
い
か
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
か
、
そ
の
言
葉
を
本
当
に
聞
こ
う
と
し
な
い
。
結
局
、
自
分
た
ち
の
手
で
つ
か
む
。
自
分

た
ち
の
も
の
さ
し
で
測
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
な
い
か
。
そ
れ
は
、
信
仰
、
宗
教
の
姿
を
と
っ
て
お
り
な
が
ら
、
実
は
最
も
仏
法
の
智
慧
、
仏
法

の
心
か
ら
遠
い
と
い
い
ま
す
か
、
背
く
あ
り
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
。

ま
あ
、
そ
こ
に
富
岡
さ
ん
は
、
そ
の
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
こ
う
い
う
場
合
も
や
っ
ぱ
り
歴
史
が
ご
ざ
い
ま
す
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
先
立
っ
て
ブ
ル

ー
ム
ハ
ル
ト
と
い
う
親
子
で
、
一
つ
の
歩
み
を
続
け
ら
れ
た
神
学
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
と
い
う
人
は
大
変
激
し
い
言
葉
で
現

実
の
世
俗
的
な
宗
教
心
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
け
ど
も
。
そ
の
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
こ
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

神
を
人
間
主
体
の
理
性
や
感
情
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
方
向
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
は
正
反
対
の
、
使
徒
た
ち
の
時
代
の
よ
う
に
、
理
知
よ
り
も

む
し
ろ
祈
り
に
よ
っ
て
信
仰
を
現
代
に
お
い
て
体
現
し
た
人
た
ち
だ

と
、
富
岡
さ
ん
は
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
信
仰
と
い
う
の
を
「
神
の
国
を
待
望
す
る
終
末
論
的
な
信
仰
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
ん
で
す
。
ま
あ
不
勉
強
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
ほ
う
は
よ
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
け
ど
。

■

此
岸
の
分
際
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て
彼
岸
を
願
生
す
る

そ
れ
こ
そ
、
こ
の
言
葉
も
「
神
の
国
を
待
望
す
る
終
末
論
的
な
信
仰
」
と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
あ
り
方
は
、
こ
れ
は
ま
た
宗
さ
ん
か
ら

否
定
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
私
は
宗
さ
ん
が
今
度
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
「
彼
岸
」
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
そ
の
「
彼
岸
」
を
、

私
ど
も
は
ど
こ
ま
で
も
「
此
岸
」
の
延
長
で
と
ら
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
岸
、
彼
の
岸
と
い
う
。
彼
の
岸
と
い
い
な
が
ら
、
結
局
此
岸
の
延
長
に
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
た
び
た
び
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
、
つ
ま
り
此
岸
の

分
際
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
此
岸
の
分
際
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
此
岸
の
分
際
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
自
覚
に
お

い
て
彼
岸
を
願
生
す
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
そ
の
分
際
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
彼
岸
を
云
々
す
る
と
い
う
。
結
局
、
人
間
の
心
を
も
っ

て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
彼
岸
と
い
い
浄
土
と
い
い
、
仏
と
い
い
本
願
と
い
い
、
す
べ
て
が
結
局
は
人
間
の
心
に
お
い
て
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う
な
ず
け
る
、
う
な
ず
い
た
、
そ
れ
を
よ
し
と
。
で
、
う
な
ず
け
な
い
も
の
は
こ
れ
を
削
り
落
し
て
い
く
、
切
り
捨
て
て
い
く
と
。
仏
法
と
い
う
か
た

ち
で
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
己
の
理
知
分
別
に
よ
っ
て
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
あ
く
ま
で
仏
法
を
生
き
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
。
信

心
の
か
た
ち
で
仏
法
に
背
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
仏
意
に
背
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
な
い
か
。
そ
こ
に
な
に

か
こ
う
、
い
ろ
い
ろ
と
す
る
努
力
が
仏
法
を
明
ら
か
に
し
て
こ
ず
に
、
逆
に
そ
れ
こ
そ
主
観
的
な
満
足
、
主
観
主
義
は
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に

陥
っ
て
い
る
ん
で
な
い
か
。

■

親
鸞
聖
人
は
七
深
信

た
と
え
ば
、
善
導
大
師
は
『
観
経
』
の
三
心
を
釈
さ
れ
ま
す
深
心
釈
で
す
ね
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
深
心
釈
は
非
常
に
長
く
書
か
れ

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
深
心
釈
を
親
鸞
聖
人
は
七
深
信
、
七
つ
に
押
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
五
番
目
に
あ
た
り
ま
す
、

ま
た
深
信
す
る
者
、
仰
ぎ
願
わ
く
は
、
一
切
行
者
等
、
一
心
に
た
だ
仏
語
を
信
じ
て
身
命
を
顧
み
ず
、
決
定
し
て
行
に
依
っ
て
、
仏
の
捨
て
し
め

た
ま
う
を
ば
す
な
わ
ち
捨
て
、
仏
の
行
ぜ
し
め
た
ま
う
を
ば
す
な
わ
ち
行
ず
。
仏
の
去
て
し
め
た
ま
う
処
を
ば
す
な
わ
ち
去
つ
。
こ
れ
を
「
仏
教

に
随
順
し
、
仏
意
に
随
順
す
」
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
「
仏
願
に
随
順
す
」
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
「
真
の
仏
弟
子
」
と
名
づ
く
。（

聖
典
二
一
六
頁
）

と
あ
り
ま
が
、
こ
う
い
う
言
葉
の
前
に
立
ち
ま
す
と
、
そ
れ
こ
そ
自
分
自
身
の
あ
り
方
が
い
か
に
遠
く
あ
る
か
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
親

鸞
聖
人
は
、
『
愚
禿
鈔
』
の
そ
こ
に
深
心
釈
を
七
深
信
と
し
て
、
ま
ず
七
つ
の
言
葉
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
第
五
の
「
唯
信
仏

語
」
（
聖
典
四
四
〇
頁
）
で
す
ね
、
い
ま
読
み
ま
し
た
と
こ
ろ
の
最
後
の
行
か
ら
で
す
ね
。
「
三
遣
・
三
随
順
・
三
是
名
あ
り
」
と
い
う
言
葉
で
さ
ら

に
親
鸞
聖
人
は
押
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
三
遣
と
は
」
、
「
三
随
順
と
は
」
、
「
三
是
名
と
は
」
と
、
そ
こ
に
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま

す
が
、
ま
さ
に
、
そ
れ
を
「
真
の
仏
弟
子
」
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
仏
弟
子
た
り
え
ず
に
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
な
に
か

言
葉
は
目
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
の
前
に
本
当
に
身
を
据
え
て
聞
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い

知
ら
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
語
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
「
仏
語
」
と
し
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ん
で
な
い
か
。
仏

語
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
を
ま
さ
し
く
「
仏
語
」
と
し
て
聞
く
。
私
へ
の
仰
せ
と
し
て
聞
く
。
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宗
さ
ん
が
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
言
葉
で
い
え
ば
、
「
私
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
聞
く
」
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か

な
と
。
そ
れ
が
な
い
ま
ま
に
、
宗
教
と
は
、
信
心
と
は
云
々
と
い
ろ
い
ろ
口
に
し
て
き
て
い
る
ん
で
な
い
か
。

そ
こ
に
も
っ
と
身
近
な
言
葉
で
は
、
蓮
如
上
人
の
『
聞
書
』
の
九
〇
番
目
で
す
が
、

「
た
だ
聖
教
を
ば
、
く
れ
、
く
れ
」
と
、
仰
せ
ら
れ
候
う
。
ま
た
、
「
百
反
こ
れ
を
み
れ
ば
、
義
理
お
の
ず
か
ら
う
る
」
と
申
す
事
も
あ
れ
ば
、

こ
こ
ろ
を
と
ど
む
べ
き
こ
と
な
り
。
聖
教
は
、
句
面
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
う
べ
し
。
そ
の
上
に
て
、
師
伝
・
口
業
は
あ
る
べ
き
な
り
。
私
に
し
て
会

釈
す
る
、
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
。

（
聖
典
八
七
二
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
「
聖
教
を
拝
み
申
す
も
、
う
か
う
か
と
お
が
み
申
す
は
、
そ
の
詮
な
し
」
、
つ
ま
り
、
「
う
か
う
か
と
お
が
み
申
す
」
と
い
う
こ
と
は
、

結
局
呼
び
か
け
と
し
て
は
読
ま
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
蓮
如
上
人
は
、
「
「
た
だ
聖
教
を
ば
、
く
れ
、
く
れ
」
と
、
仰
せ
ら
れ
候
う
」
と
、
繰

り
返
し
繰
り
返
し
、
心
を
こ
め
て
読
め
と
。
「
ま
た
、
「
百
反
こ
れ
を
み
れ
ば
、
義
理
お
の
ず
か
ら
う
る
」
と
申
す
事
も
あ
れ
ば
、
こ
こ
ろ
を
と
ど
む

べ
き
こ
と
な
り
」
と
。
繰
り
返
し
読
む
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
意
味
で
す
ね
、
「
義
理
お
の
ず
か
ら
」
身
に
う
な
ず
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

「
聖
教
は
、
句
面
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
う
べ
し
。
そ
の
上
に
て
、
師
伝
・
口
業
は
あ
る
べ
き
な
り
。
私
に
し
て
会
釈
す
る
、
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
事
な

り
」
と
、
自
分
勝
手
に
会
通
解
釈
す
る
。
「
会
釈
」
と
は
、
会
通
し
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
結
局
、
自
分
の
持
ち
合
わ
せ
の
も
の
さ
し

に
合
わ
せ
て
、
そ
こ
に
「
句
面
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
う
べ
し
。
そ
の
上
に
て
、
師
伝
・
口
業
は
あ
る
べ
き
な
り
」
と
。
こ
れ
も
結
局
考
え
て
み
ま
す
と
、

経
典
を
読
む
の
も
ま
ず
参
考
書
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
ず
、
参
考
書
を
通
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
問
題
が
そ
こ

に
は
厳
し
く
押
さ
え
ら
れ
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
声
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
も
こ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
む

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
不
実
の
功
徳
」
と
、
い
わ
ゆ
る
顛
倒
・
虚
偽
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ひ
た
す
ら
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

い
よ
い
よ
仏
意
か
ら
背
い
て
い
く
。
い
よ
い
よ
、
言
う
な
ら
ば
、
抽
象
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
人
間
と
し
て
の
本
来
性
を
逆
に
失
っ
て
い
く
。

人
間
ら
し
さ
を
失
っ
て
い
く
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
真
実
の
功
徳
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
不
顛
倒
・
不
虚
偽
と
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
不
顛
倒
は
そ
の
本
来
性
、

つ
ま
り
仏
教
で
い
え
ば
「
如
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
如
」
に
か
な
う
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
「
法
性
に
か
な
う
」
で
す
ね
。
そ
れ
か
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ら
、
不
虚
偽
の
ほ
う
は
「
実
」
で
す
。
そ
れ
は
、
衆
生
の
上
に
は
た
ら
く
「
来
」
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
「
如
来
」
と
い
う
の
は
は
た
ら
き
で
す
ね
。
こ

れ
は
「
衆
生
を
欺
か
ず
」
。
そ
こ
に
「
実
」
で
す
ね
。
法
性
に
か
な
い
、
衆
生
を
欺
か
な
い
。
そ
う
い
う
不
顛
倒
・
不
虚
偽
と
い
う
言
葉
で
「
真
実
」

と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

■

「
至
」
は
真
な
り
。
「
誠
」
は
実
な
り
」

さ
ら
に
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
善
導
大
師
は
、
『
観
経
』
の
三
心
に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
、
「
至
誠
心
」
を
真

実
と
。
「
「
至
」
は
真
な
り
。
「
誠
」
は
実
な
り
」
（
聖
典
二
一
五
頁
）
と
、
真
実
と
い
う
こ
と
を
「
至
誠
心
」
と
い
う
こ
と
で
押
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
「
至
誠
心
」
と
い
う
の
を
日
常
の
言
葉
に
移
し
て
い
え
ば
、
「
誠
実
た
れ
」
と
、
「
人
間
と
し
て
誠
実
で
あ
れ
」
と
い
う
よ
う
な

意
味
に
も
な
り
ま
す
ね
。
非
常
に
倫
理
的
な
誠
実
さ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
誠
実
さ
は
ど
こ
で
押
さ
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
つ
ま
り
「
内
外
一
如
」

と
。
内
心
と
外
相
、
外
の
あ
り
よ
う
と
内
心
と
が
一
如
、
そ
こ
に
背
く
こ
と
が
な
い
。
内
外
一
如
と
い
う
と
こ
ろ
に
至
誠
、
誠
実
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪
瞋
邪
偽
、
奸
詐
百
端
に
し
て

（
聖
典
二
一
五
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
訓
み
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
善
導
大
師
の
文
の
普
通
の
訓
み
は
、

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
。

と
い
う
の
が
普
通
の
訓
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
「
内
外
一
如
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
な
が
ら
、
内
に
虚
仮
の
心
を
懐

く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
内
と
外
と
一
如
で
あ
れ
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
聖

人
は
、
言
う
な
れ
ば
人
間
と
し
て
誠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
内
外
一
如
と
い
う
問
題
は
「
内
外
対
」
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
ず
っ
と
厳
密
に
押

さ
え
て
い
か
れ
ま
す
が
、
い
ま
飛
ば
し
て
申
し
ま
す
と
、
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
免
れ
な
い
事
実
な
ん
だ
と
。
そ
の
悲
歎
に

立
っ
て
誠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
ご
ま
か
さ
な
い
。
内
に
虚
仮
を
懐
け
る
者
と
し
て
の
自
ら
を
、
そ
こ
に
自
分
自
身
に
明
ら
か
に
う
な
ず

い
て
い
く
。

こ
の
言
い
方
は
も
っ
と
、
お
仮
名
聖
教
の
ほ
う
で
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
す
が
、
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「
不
得
外
現

賢
善
精
進
之
相
」
と
い
う
は
、
あ
ら
わ
に
、
か
し
こ
き
す
が
た
、
善
人
の
か
た
ち
を
、
あ
ら
わ
す
こ
と
な
か
れ
、
精
進
な
る
す
が

た
を
し
め
す
こ
と
な
か
れ
と
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
内
懐
虚
仮
な
れ
ば
な
り
。

（
聖
典
五
五
七
頁
）

も
う
「
内
懐
虚
仮
」
と
い
う
こ
と
は
動
か
ん
事
実
だ
と
。

内
は
、
う
ち
と
い
う
。
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
煩
悩
を
具
せ
る
ゆ
え
に
、
虚
な
り
、
仮
な
り
。
虚
は
、
む
な
し
く
し
て
実
な
ら
ぬ
な
り
。
仮
は
、
か
り

に
し
て
、
真
な
ら
ぬ
な
り
。
こ
の
こ
こ
ろ
は
、
か
み
に
あ
ら
わ
せ
り
。

（
同

頁
）

と
。
こ
れ
も
一
〇
七
五
ペ
ー
ジ
の
下
の
段
、
最
後
の
一
六
七
と
い
う
、
大
谷
大
学
蔵
本
で
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
非
常
に
長
い
文
章
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
れ
ば
、
い
ま
こ
の
世
を
如
来
の
み
の
り
に
末
法
悪
世
と
さ
だ
め
た
ま
え
る
は
、
一
切
有
情
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
な
く
し
て
、
師
長
を
軽
慢
し
、

父
母
に
孝
せ
ず
、
朋
友
に
信
な
く
し
て
悪
を
の
み
こ
の
む
ゆ
え
に
、
世
間
・
出
世
み
な
心
口
各
異
言
念
無
実
な
り
と
お
し
え
た
ま
え
り
。

（
聖
典
一
〇
七
五
頁
）

と
、
ま
あ
、
あ
と
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
「
心
口
各
異
」
、
心
と
口
と
が
ば
ら
ば
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
口
に
し
て
い
る
言
葉

と
心
が
ば
ら
ば
ら
、
「
各
異
」
で
す
ね
。
そ
し
て
、
「
言
念
」
、
言
葉
と
心
の
中
に
念
じ
て
い
る
こ
と
、
「
言
念
」
と
も
に
「
無
実
」
と
い
う
言
葉
も

そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
。

そ
う
い
う
「
内
懐
虚
仮
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
曇
鸞
大
師
の
い
ま
の
「
信
巻
」
に
入
っ
て
の
文
で
す

が
、
二
一
三
ペ
ー
ジ
か
ら
こ
の
「
称
彼
如
来
名
」
と
い
う
こ
と
で
ず
っ
と
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
、
最
後
の
行
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
く
ご
承

知
の
、し

か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
実
の
ご
と
く
修
行
せ
ざ
る
と
、
名
義
と
相
応
せ
ざ

る
に
由
る
が
ゆ
え
な
り
。
い
か
ん
が
不
如
実
修
行
と
名
義
不
相
応
と
す
る
。

（
聖
典
二
一
三
頁
）

と
。
そ
し
て
、
「
不
如
実
修
行
」
と
「
名
義
不
相
応
」
と
い
う
こ
と
を
そ
の
あ
と
ず
っ
と
押
さ
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
、

こ
れ
と
相
違
せ
る
を
「
如
実
修
行
相
応
」
と
名
づ
く
。

（
聖
典
二
一
四
頁
）

と
押
さ
え
て
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
不
如
実
の
相
を
あ
げ
て
、
そ
の
不
如
実
の
そ
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の
相
と
「
相
違
せ
る
を
「
如
実
修
行
相
応
」
と
」
呼
ぶ
ん
だ
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
つ
ま
り
真
実
を
、
こ
れ
が
真
実
だ
と
立
て
て
い

な
い
。
真
実
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
真
実
な
ら
ざ
る
事
実
を
あ
げ
て
、
「
こ
れ
と
相
違
せ
る
を
」
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
我
々

が
、
こ
れ
が
真
実
だ
と
い
う
と
き
に
は
、
も
う
そ
こ
に
固
執
が
入
り
、
と
ら
わ
れ
が
入
る
。
真
実
を
か
か
げ
る
こ
と
に
お
い
て
逆
に
、
言
う
な
ら
ば
、

真
実
に
背
く
あ
り
方
に
転
落
し
て
い
く
。
そ
こ
に
、
つ
ね
に
真
実
な
ら
ざ
る
相
を
徹
底
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
こ
の
三
心
釈
を
あ
げ
て
い
か
れ
ま
す
と
こ
ろ
に
、
一
つ
ひ
と
つ
に
、
「
至
心
」
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、

無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
。

（
聖
典
二
二
五
頁
）

と
。
そ
こ
に
「
清
浄
の
心
な
し
」
、
「
真
実
の
心
な
し
」
と
。
そ
れ
か
ら
信
楽
釈
に
お
い
て
も
、
最
後
の
行
で
す
ね
。

し
か
る
に
無
始
よ
り
已
来
、
一
切
群
生
海
、
無
明
海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
清
浄
の
信
楽
な
し
。
法
爾
と

し
て
真
実
の
信
楽
な
し
。

（
聖
典
二
二
七
頁
）

と
。
そ
し
て
欲
生
心
釈
に
お
い
て
も
、

し
か
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
沒
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
。

（
聖
典
二
三
二
頁
）

と
、
徹
底
し
て
仏
心
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
知
ら
さ
れ
て
き
た
自
己
の
不
実
の
心
を
、
そ
こ
に
徹
底
し
て
懺
悔
・
悲
歎
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注

意
さ
れ
ま
す
。
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
私
ど
も
に
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
懺
悔
・
悲
歎
と
い
う
も
の
は
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
親
鸞
聖

人
が
本
願
の
三
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
つ
ね
に
自
ら
の
心
の
あ
り
よ
う
を
照
ら
し
出
さ
れ
て
、
そ
こ
に
深
く
悲
歎
・
懺
悔
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
仏
法
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
悲
歎
・
懺
悔
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
自
己
の
理
知
に
よ
っ
て
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
の
は
、
私
ど
も
の
上
に
悲
歎
・

懺
悔
の
心
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
同
時
に
は
じ
め
て
彼
岸
へ
の
願
生
心
で
す
。
彼
の
岸
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
あ
、
そ
こ
に
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ま
た
そ
の
意
味
で
、
最
後
に
申
し
訳
な
い
で
す
け
ど
も
、
和
田
先
生
の
言
葉
を
お
借
り
し
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て
終
わ
ら
せ
て
ほ
し
い
ん
で
す
が
、
和
田
先
生
の
言
葉
で
は
、
「
私
ど
も
の
一
生
が
、
こ
の
手
に
余
る
よ
う
な
一
生
が
」
と
。
ま
さ
に
悲
歎
・
懺
悔
す

る
ほ
か
な
い
よ
う
な
一
生
で
す
ね
。

私
ど
も
の
一
生
が
、
こ
の
手
に
余
る
よ
う
な
一
生
が
、
そ
の
ま
ま
往
生
浄
土
の
歩
み
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
浄
土
の
行
は
大
行
と
な
っ
て
私
の
と
こ

ろ
に
至
り
届
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
遇
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
生
き
る
。

そ
う
い
う
こ
と
が
私
の
上
に
は
じ
め
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
「
浄
土
真
実
の
行
」
で
す
ね
。
浄
土
へ
の
行
で
は
な
い
。
浄
土
の
行
、
「
浄
土
真
実
の

行
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
に
か
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
、
今
日
、
人
間
と
し
て
の
理
知
を
も
の
さ
し
に
、
そ
れ
こ
そ
手
づ
か
み
し
よ
う
と
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
言
葉
の
と
こ
ろ
で
振
り
返
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
一
年
六
月
二
十
一
日
）

■ 「至」は真なり。「誠」は実なり」


