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■ 結縁衆

（2
00
4

年
６
月1

3

日
）

講
義

１

今
年
も
こ
う
し
て
「
大
地
の
会
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
ご
一
緒
に
聞
法
の
場
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
藤
元
君
が
こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
て
お

り
ま
し
た
。
「
善
き
人
は
、
善
き
友
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
き
友
と
は
、
善
き
師
に
遇
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
人
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
善
き
人
は
、
善
き
友
に
遇
わ
せ
て
く
だ
さ
る
。
善
き
友
と
は
善
き
師
に
遇
わ
せ
て
く
だ
さ
る
。
こ
の
「
大
地
の
会
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に

そ
う
い
う
善
き
師
、
善
き
友
に
お
い
て
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
、
こ
れ
は
年
ご
と
に
い
よ
い
よ
強
く
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

一
応
か
た
ち
と
し
て
発
起
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
私
や
ら
宗
さ
ん
や
ら
そ
の
と
き
の
仲
間
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
会
が
こ
う
し
て
今
日
ま
で
開
か
れ
続
け
て
き
た

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
も
う
ひ
と
え
に
、
や
は
り
こ
う
し
て
お
集
ま
り
い
た
だ
く
皆
様
方
の
お
心
に
よ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
や
は
り
改
め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
と
、
こ
の
場
に
立
ち
ま
す
と
、
一
学
生
と
し
て
お
参
加
し
荘
厳
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方
、
そ
の
先
生
方
の
や
っ
ぱ
り
声
や
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
そ

の
折
々
の
響
き
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
そ
う
い
う
先
生
方
と
の
出
遇
い
で
す
ね
。
ま
た
、
そ
の

出
遇
い
を
多
く
の
方
々
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
こ
の
会
を
荘
厳
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
は
た
だ
ひ
た
す
ら
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
で
す
ね
。
そ

の
人
々
の
菩
提
心
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
は
ち
ょ
っ
と
参
加
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
縁
が
な
い
と
去
っ
て
い
か
れ
た

方
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
参
加
さ
れ
た
り
出
ら
れ
た
り
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■

結
縁
衆

し
か
し
、
そ
う
い
う
人
々
も
や
は
り
仏
教
で
は
結
縁
衆
で
す
ね
。
結
縁
衆
と
い
う
言
葉
で
よ
ば
れ
ま
す
。
結
縁
衆
と
い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一

貫
し
て
縁
を
持
た
れ
た
、
持
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
と
い
う
だ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
い
う
出
て
ゆ
か
れ
た
人
も
大
き
な
問
い
を
残
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
た
び
縁
を
持
ち
な
が
ら
、
や
は
り
あ
る
意
味
で
歩
み
を
別
に
し
て
い
か
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
や
は
り
大
き
な
問
い
を
突
き
付
け
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
と
も
す
れ
ば
こ
う
い
う
内
に
固
ま
っ
て
い
く
集
い
に
風
穴
を
開
け
て
く
だ
さ
っ
た
大
事
な
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
思
う
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
何
か
い
つ
も
、
こ
の
「
大
地
の
会
」
に
お
き
ま
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
、
も
と
に
引
き
戻
さ
れ
る
と
い
う
自
分
の
立
つ
べ
き
と
こ
ろ
に
呼
び
返
さ
れ
る
と

い
う
思
い
が
非
常
に
強
く
知
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

文
化
・
宗
教･

言
葉
を
異
に
す
る
人
々
と
の
出
遇
い

先
ほ
ど
、
大
河
内
君
が
言
葉
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
特
に
文
化
を
異
に
し
、
宗
教
を
異
に
し
、
そ
し
て
言
葉
を
異
に
す
る
。
そ
う
い
う
人
々
と
の
人
間
と
し

て
の
出
遇
い
、
つ
な
が
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
開
い
て
い
く
言
葉
の
は
た
ら
き
を
あ
ら
た
め
て
非
常
に
細
か
く
問
う
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
私
に
は
語
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学
力
が
ま
っ
た
く
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
私
が
旧
制
の
大
学
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
大
谷
大
学
で
も
予
科
三
年
、
学
部
三
年
と
い
う
時
代
で
す
ね
。
で
、
予
科
の
三
年
間

は
語
学
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
が
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
ス
、
英
語
ク
ラ
ス
、
中
国
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
が
一
つ
の
ク
ラ
ス
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ね
。
何
か

そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

何
を
思
い
誤
っ
た
の
か
私
は
ド
イ
ツ
語
ク
ラ
ス
に
入
り
ま
し
て
、
そ
れ
な
り
に
勉
強
し
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
し
た
が
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
教
育
者
と
し
て
、
本
当
に

す
ば
ら
し
い
先
生
で
あ
り
ま
し
た
大
庭
米
治
郎
と
い
う
先
生
が
ド
イ
ツ
語
の
先
生
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
先
生
が
い
つ
も
試
験
の
後
に
な
り
ま
す
と
、
「
宮
城
君
、

君
は
ね
。
わ
か
っ
て
る
の
だ
よ
。
わ
か
っ
て
ん
だ
け
ど
ね
」
と
言
っ
て
赤
字
を
く
だ
さ
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
ま
た
藤
元
も
だ
め
で
あ
り
ま
し
て
、
藤
元
も
赤
字
を

も
ら
っ
て
お
り
ま
し
た
。
で
、
一
番
最
初
、
藤
元
と
口
を
聞
い
た
の
が
そ
の
赤
字
を
も
ら
っ
て
、
た
ま
た
ま
乗
っ
た
市
電
で
一
緒
に
な
り
ま
し
て
、
な
に
が
試
験
だ
と

い
う
こ
と
を
お
互
い
言
い
合
い
な
が
ら
映
画
館
に
行
っ
た
の
が
最
初
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
藤
元
の
ほ
う
は
一
所
懸
命
、
で
も
哲
学
の
本
も
非
常
に
よ
く
読
ん
で
お
り
ま
し
た
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
の
ほ
う
も
や
は
り
よ
く
よ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
は
横
で
見
て
お
り
ま
し
て
、
全
然
悔
い
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
言
葉
を
異
に
す
る
人
々
と
の
会
話
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
つ
な
が
り
と
い
う
問
題
は
ま
っ
た
く
私
に
と
っ
て
は
、
別
の
世
界
の
話
し
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
だ
け
に
こ
う
い
う
こ
と
を
本
当
に
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
だ
け
は
強
く
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

文
字
だ
け
に
よ
る
伝
達
の
世
界

た
だ
言
葉
と
い
う
こ
と
で
い
ま
私
が
一
つ
よ
く
感
じ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
言
葉
が
文
字
だ
け
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。

言
葉
が
言
葉
と
し
て
の
機
能
を
た
だ
文
字
と
し
て
の
み
使
わ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
か
。
例
の
佐
世
保
の
小
学
校
六
年
生
の
間
に
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
で
す

ね
。
あ
そ
こ
に
は
現
在
の
社
会
が
抱
え
る
、
同
時
に
人
類
が
歩
ん
で
き
た
文
化
そ
の
も
の
が
抱
え
て
い
る
問
題
が
、
や
は
り
あ
あ
い
う
事
件
の
姿
と
な
っ
て
噴
き
出
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
特
に
ま
だ
事
件
の
全
容
が
わ
か
ら
な
い
。
い
ま
は
と
や
か
く
言
え
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
た
だ
一
つ
や
は
り
非
常
に
表
に
強
く
表
れ
て
き
て
い

る
も
の
が
、
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
が
直
接
向
か
い
合
い
、
言
葉
を
か
け
あ
っ
て
共
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
文
字
に
よ
る
伝
達
の
世
界
で
あ
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
文
字
だ
け
に
よ
る
伝
達
の
世
界
に
深
く
は
ま
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
言
葉
が
文
字
だ
け
に
な
る
と
き
、
そ
こ
に
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
の
う
え
に
大
き
な
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
く
る
の
で
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
特
に
言

葉
と
い
う
こ
と
を
歩
み
の
大
き
な
力
と
し
て
お
り
ま
す
私
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
大
き
な
責
任
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
あ
る
い
は
言
葉
と
し
て
ど
う
回
復
し
て
い
け
る
の
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■ 文体のない文字

か
と
い
う
思
い
が
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
暦
八
〇
七
年
に
ご
紹
介
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
斎
部
広
成
と
い
う
人
が
著
わ
し
た
『
古
語
拾
遺
』
と
い
う
書
物

が
ご
ざ
い
ま
す
。

斎
部
家
は
逆
に
中
臣
家
と
同
じ
当
時
祭
政
で
す
ね
。
祭
り
、
い
わ
ゆ
る
ま
つ
り
ご
と
で
あ
り
ま
す
。
神
々
に
対
す
る
祀
り
と
政
治
の
祀
り
と
。
祭
政
一
致
と
申
し
ま

す
が
、
そ
の
祭
政
の
一
つ
の
代
々
の
権
威
者
と
し
て
中
臣
家
と
列
び
称
さ
れ
て
き
た
家
柄
の
よ
う
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
な
歴
史
的
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
詳
し
い
こ

と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
斎
部
家
と
い
う
の
は
中
臣
家
に
比
べ
て
が
非
常
に
衰
微
し
て
い
く
。
斎
部
家
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
衰
微
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に

対
し
て
広
成
と
い
う
人
が
建
白
書
の
よ
う
な
意
味
で
書
か
れ
た
の
が
、
こ
の
『
古
語
拾
遺
』
と
い
う
書
物
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
い
ろ
ん
な
政
治
的
な
意
図
も
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
嘆
き
や
ら
怨
み
や
ら
、
そ
う
い
う
も
の
も
い
っ
ぱ
い
そ
こ
に
は
混
じ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
が
、
と
も
か
く
そ
こ
に
こ
う
い
う
こ
と
を
、

蓋
し
聞
く
、
上
古
の
世
、
未
だ
文
字
有
ら
ず
、
貴
賤
老
少
、
口
々
に

相
伝
え
、
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
、

け
だ

か
た

浮
華

競
ひ
興
り
、
還
り
て
旧
老
を
嗤
ふ

く

ろ

う

と
い
う
文
章
が
こ
こ
に
表
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
で
、
「
上
古
」
で
す
ね
。
未
だ
文
字
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
書
契
は
中
国
の
太
古
の
文
字
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
が
、
た
だ
そ
う
い
う
文
字
を
書
き
つ
け
た
も
の
、
つ
ま
り
書
物
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
こ
の
世
に
伝
わ
っ
て
以
来
、
か
つ
て
は
口
々
に
相
傳

え
て
い
た
も
の
が
、
い
ま
は
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
書
を
読
み
、
そ
の
書
を
読
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
当
然
能
力
と
い
う
こ
と
が
加
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に

自
ら
の
能
力
を
誇
る
。
深
く
そ
こ
に
は
何
か
次
第
に
人
間
と
し
て
共
に
生
き
て
い
く
と
い
う
大
地
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
個
人
の
才
能
を
誇
る
。
そ
う
い
う
「
浮
華

競

ひ
興
り
」
。
そ
し
て
、
「
還
り
て
舊
老
」
、
年
寄
り
を
「
嗤
ふ
」
は
嘲
笑
う
、
冷
笑
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
か
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
そ
う
い
う
斎
部
広
成
が
そ
の
書
を
書
い
た
動
機
は
と
も
か
く
と
し
て
、
何
か
や
は
り
文
字
が
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
社

会
の
あ
り
方
、
人
間
の
営
み
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
そ
こ
に
は
書
き
記
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

■

文
体
の
な
い
文
字

そ
の
言
葉
を
ま
た
今
回
の
事
件
の
中
で
思
い
起
こ
し
て
お
っ
た
わ
け
で
す
が
、
何
か
文
字
の
。
こ
の
頃
で
は
、
あ
あ
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
と
か
、
チ
ャ
ッ
ト
と

い
う
の
で
す
か
。
ま
っ
た
く
機
械
音
痴
で
パ
ソ
コ
ン
も
よ
く
打
て
ま
せ
ん
し
、
チ
ャ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
も
、
今
度
や
っ
と
新
聞
で
教
え
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
す

ね
。
ま
っ
た
く
そ
う
い
う
感
覚
が
わ
か
ら
ん
ま
ま
で
申
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
を
横
か
ら
見
て
お
り
ま
し
て
、
文
字
の
や
り
取
り
が
、
し
か

も
そ
の
文
字
は
文
体
と
い
う
の
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
新
幹
線
が
こ
の
汽
車
が
サ
ー
ビ
ス
に
、
入
口
の
上
に
電
気
で
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
す
ね
。
お
知
ら
せ
や
ら
ニ
ュ
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ー
ス
や
ら
流
れ
ま
す
。
あ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
文
体
で
す
ね
。
本
当
に
必
要
最
小
限
の
言
葉
だ
け
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
体
と
メ
ー
ル
の
文
体
と
変
わ
ら
な
い
の

で
な
い
か
な
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
ね
。

こ
れ
も
私
が
わ
か
ら
な
い
世
界
で
す
が
、
だ
け
ど
、
何
か
言
葉
が
文
字
と
成
り
、
文
字
が
文
体
を
失
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
言
葉
で
生
き

て
い
る
私
ど
も
人
間
の
あ
り
方
が
、
そ
こ
に
非
常
に
大
き
な
変
化
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
前
に
も
こ
れ
は
申
し
上
げ
ま
し

た
。

■

文
字
を
通
し
て
声
を
聞
く

こ
れ
も
何
度
か
ご
紹
介
し
た
言
葉
で
す
が
、
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
言
葉
で
す
が
、
『
勝
鬘
経
』
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
勝
鬘
夫
人
の
ご
両
親
が
釈
尊
の
説
法
に
お
会

い
し
て
、
そ
の
感
動
を
手
紙
で
勝
鬘
夫
人
に
伝
え
ら
れ
た
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
勝
鬘
夫
人
が
、

我
今
仏
の
み
こ
え
を
聞
く
に
、

と
い
う
。
『
勝
鬘
経
』
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
そ
の
問
題
を
押
さ
え
て
『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
は
、
夫
人
は
た
だ
手
紙
を
読
ん
だ
だ

け
で
な
い
の
か
。
手
紙
を
読
ん
だ
だ
け
の
勝
鬘
夫
人
が
な
ぜ
、
「
我
今
仏
の
み
こ
え
を
聞
く
に
」
と
言
う
の
か
、
と
い
う
問
い
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
に
答
え
る
か
た
ち

で
、
こ
の
言
葉
で
す
ね
。

声
は
も
っ
て
意
を
伝
え
、
書
は
も
っ
て
声
を
伝
う
。

と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
や
は
り
書
と
い
う
も
の
、
文
字
で
す
ね
。
そ
の
文
字
が
文
字
を
通
し
て
声
を
聞
く
。
こ
れ
は
昔
の
手
書
き
の
、
ま

あ
手
紙
な
ど
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
親
し
い
家
族
の
手
書
き
の
手
紙
な
ど
を
読
め
ば
、
ま
さ
に
声
を
聞
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
文
面
、
手
紙
を
読
ん
で
お

っ
て
も
、
た
だ
文
字
を
追
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
書
い
て
く
れ
た
人
の
表
情
か
ら
、
言
葉
の
響
き
を
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
そ
の
声
、
響
き

と
は
語
る
人
の
心
を
支
え
て
く
れ
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
書
が
文
字
通
り
文
字
だ
け
に
な
っ
て
響
き
を
失
い
、
文
字
と
し
て
の
響
き
を
失
っ
て
、

言
わ
ば
文
字
面
だ
け
の
意
味
が
相
手
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
文
字
も
そ
れ
は
文
章
に
な
ら
な
い
思
い
を
、
限
り
な
く
い
ろ
ん
な
思
い
が
あ

る
。
そ
の
思
い
を
あ
る
意
味
で
、
一
つ
の
文
章
に
込
め
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
ま
の
そ
う
い
う
、
メ
ー
ル
な
ど
で
交
換
さ
れ
る
文
章
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り

字
面
だ
け
が
生
き
返
り
す
る
と
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
こ
そ
声
と
し
て
聞
く
と
き
に
は
、
た
と
え
バ
カ
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
愛
情
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
文
字
だ
け
に
な
り
ま
す
と
、
バ
カ
は
ど
こ
ま
で
も
バ
カ
と
い
う
こ
と
し
か
伝
え
な
い
。
軽
蔑
の
言
葉
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
多
く
あ
る

わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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そ
こ
で
は
何
か
あ
あ
い
う
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
う
い
う
チ
ャ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
で
あ
あ
い
う
言
葉
を
書
か
れ
た
。
そ
の
書
か
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
気
持
ち
を

と
つ
と
つ
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
も
や
は
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
す
。

■

「
人
間
の
言
葉
を
装
っ
た
符
牒
」

そ
こ
で
は
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
こ
の
頃
の
若
い
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
ね
。
あ
ま
り
お
読
み
に
な
ら
な
い
。
私
ら
の
学
生
時
分
は
あ
る
意
味
で
み
ん
な
が
競
っ
て
読
ん

だ
か
と
思
う
の
で
す
け
ど
も
、
亀
井
勝
一
郎
と
い
う
人
が
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
亀
井
勝
一
郎
さ
ん
の
そ
の
言
葉
に
「
人
間
の
言
葉
を
装
っ
た
符
牒
」
と
い
う
、
結

局
、
言
葉
が
全
部
符
牒
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
亀
井
さ
ん
の
こ
の
書
か
れ
て
い
る
符
牒
で
す
け
ど
も
。
人
間
の
言
葉
を
装
っ
た
符
牒
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
人
は
自
ら
考
え
る
こ
と
を
節
約
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
標
語
と
合
言
葉
」
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
速
や
か
な
邪
険
と

速
や
か
な
忘
却
に
よ
っ
て
生
き
つ
つ
あ
る
。
も
う
言
葉
に
な
ら
な
い
心
を
言
葉
に
し
た
と
い
う
人
の
心
を
尋
ね
る
。
言
葉
を
通
し
て
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
は
も
う
ほ
と

ん
ど
し
な
い
。
速
や
か
な
る
邪
険
。
文
字
だ
け
を
見
て
、
文
字
だ
け
で
了
解
し
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
速
や
か
に
忘
却
す
る
。
ま
あ
忘
れ
去
っ
て
い
く
と
い
う
、

そ
う
い
う
言
葉
の
で
す
ね
。

ま
さ
に
以
前
に
和
田
先
生
が
信
心
が
や
せ
細
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
を
お
借
り
す
れ
ば
、
ま
さ
に
言
葉
が
や
せ
細
っ
て
い
く
。
限
り
な

く
言
葉
が
、
そ
う
い
う
豊
か
な
、
つ
ま
り
言
葉
に
な
ら
な
い
無
限
の
思
い
を
伝
え
る
言
葉
と
い
う
よ
う
な
豊
か
さ
を
失
っ
て
、
文
字
通
り
合
言
葉
と
符
牒
と
い
う
。
そ

う
い
う
か
た
ち
で
や
せ
細
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
で
す
ね
。

た
と
え
ば
僕
は
新
聞
で
読
ん
だ
だ
け
で
、
そ
う
い
う
子
ど
も
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
心
理
学
者
で
、
あ

る
人
の
文
章
で
読
ん
だ
だ
け
で
す
け
れ
ど
、
あ
あ
い
う
む
か
つ
く
と
か
、
ち
ょ
う
う
ざ
い
、
と
。
本
当
に
符
牒
の
よ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
で
す
ね
。
む
か
つ
く
と
か
、

う
ざ
い
と
い
う
。
で
、
む
か
つ
く
と
い
う
言
葉
、
文
字
通
り
私
ど
も
は
気
分
が
悪
く
な
る
、
む
か
む
か
す
る
、
腹
が
立
つ
と
い
う
思
い
し
か
、
そ
の
言
葉
に
聞
き
取
れ

な
い
で
す
け
れ
ど
も
。
い
ま
の
言
葉
は
む
か
つ
く
と
い
う
言
葉
で
、
悔
し
い
、
悲
し
い
、
怖
い
、
そ
れ
か
ら
妬
ま
し
い
。
そ
れ
か
ら
寂
し
い
。
そ
れ
か
ら
わ
か
っ
て
ほ

し
い
。
そ
う
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
む
か
つ
く
と
い
う
一
言
で
、
こ
れ
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い
を
む

か
つ
く
と
一
言
で
表
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
や
っ
ぱ
り
語
彙
を
し
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
い
の
か
。
や
っ
ぱ
り
符
牒
で
育
っ
て
き
た
。
あ
あ
い
う
言
葉
で
育

っ
て
き
た
結
果
が
そ
う
い
う
表
現
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
な
い
か
。
で
、
そ
う
い
う
言
葉
の
限
り
な
い
や
せ
細
り
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

人
の
口
か
ら
聞
く
と
き
涙
を
こ
ぼ
す

そ
し
て
、
こ
れ
も
印
象
深
か
か
っ
た
も
の
で
よ
く
ご
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
お
い
で
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
年
の
正
月
元
日
の
夜
、
除
夜

の
鐘
の
放
送
の
後
で
、
養
老
孟
司
さ
ん
と
犬
養
道
子
さ
ん
の
対
談
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
対
談
の
中
で
犬
養
道
子
さ
ん
が
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し

■ 「人間の言葉を装った符牒」



- 6 -

た
。
ご
承
知
の
よ
う
に
犬
養
さ
ん
は
難
民
救
済
と
い
う
こ
と
で
、
世
界
的
に
ず
っ
と
活
躍
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
、
そ
の
両
親
を
殺
さ
れ
た
難
民
の
子
ど
も
が
、
一

人
で
何
十
キ
ロ
、
中
に
は
百
何
十
キ
ロ
、
本
当
に
必
至
の
思
い
で
歩
い
て
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
辿
り
着
く
。
そ
の
子
ど
も
を
収
容
し
て
、
日
に
ち
が
経
っ
て
よ
う
や
く
気

持
ち
が
落
ち
着
い
て
く
る
、
生
活
に
も
慣
れ
る
。
そ
う
い
う
に
な
っ
て
も
、
人
の
口
か
ら
フ
ァ
ザ
ー
、
マ
ザ
ー
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
涙
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
こ
ぼ
し
た
。

こ
れ
は
犬
養
さ
ん
は
難
民
が
、
そ
う
い
う
境
涯
を
超
え
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
や
は
り
教
育
だ
と
。
教
育
を
な
ん
と
か
身
に
付
け
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
そ
れ
に

は
や
は
り
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
ね
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
を
教
え
、
そ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
与
え
れ
ば
住
ん
で
い
る
場
所
で
、
い
ろ
ん
な
人
の
言
葉
が

聞
け
る
し
、
学
び
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
そ
の
難
民
の
子
ど
も
た
ち
に
少
し
で
も
多
く
与
え
、
そ
の
力
を
養
っ
て
い
こ
う
と
し
て
お
わ
れ
る

の
で
す
。

で
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
面
の
う
え
で
フ
ァ
ザ
ー
、
マ
ザ
ー
と
い
う
文
字
を
ど
れ
だ
け
見
た
っ
て
、
涙
を
こ
ぼ
す
子
は
い
な
か
っ
た
と
。
そ

う
い
う
こ
と
を
犬
養
さ
ん
が
養
老
さ
ん
と
の
会
話
の
中
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

人
の
口
か
ら
聞
く
と
き
涙
を
こ
ぼ
す
。
だ
け
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
画
面
で
文
字
だ
け
を
見
て
い
る
と
き
に
は
、
決
し
て
涙
を
こ
ぼ
す
こ
と
が
な
い
と
。
そ
こ
に
は
、

同
じ
フ
ァ
ザ
ー
、
マ
ザ
ー
と
い
う
言
葉
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
会
い
は
決
定
的
な
違
い
を
そ
こ
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
象
徴
的

に
示
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
や
は
り
新
聞
の
上
に
、
五
感
喪
失
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
言
葉
は
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
う
い
う
全
身
的
な
体
験
が
出
来

な
く
な
っ
て
お
り
、
全
身
的
な
体
験
を
持
た
な
い
と
。
目
だ
け
の
世
界
と
か
耳
だ
け
の
世
界
と
か
。
何
か
そ
こ
に
そ
う
い
う
五
感
喪
失
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。

■

仏
に
従
い
て
逍
遥

こ
れ
は
善
導
大
師
が
し
き
り
に
逍
遥
と
い
う
言
葉
を
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
三
二
一
頁
の
真
ん
中
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
定
善
義
」
の
文
に
、
ち
ょ
う
ど
頁
の
真

ん
中
で
あ
り
ま
す
が
、

ま
た
云
わ
く
、
西
方
寂
静
無
為
の
楽
は
、
畢
竟
逍
遥
し
て
有
無
を
離
れ
た
り
。
（
聖
典
三
二
一
頁
）

と
、
そ
こ
に
、
「
逍
遥
し
て
有
無
を
離
れ
た
り
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
ろ
か
ら
三
行
目
。
こ
れ
は
『
法
事
讃
』
の
言
葉
で
す
が
、

ま
た
云
わ
く
、
仏
に
従
い
て
逍
遥
し
て
自
然
に
帰
す
。
自
然
は
す
な
わ
ち
こ
れ
弥
陀
の
国
な
り
。
（
同

頁
）

と
あ
り
ま
す
。
文
と
し
て
特
に
こ
の
『
法
事
讃
』
の
文
で
す
ね
。
「
仏
に
従
い
て
自
然
に
帰
す
」
で
も
い
い
の
で
す
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
逍
遥
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
善

導
大
師
が
置
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
「
逍
遥
し
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
文
体
の
上
か
ら
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
非
常
に
大
事
な
意
味
を
込

講義 １（ 年６月 日）2004 13



- 7 -

め
て
「
逍
遥
し
て
」
と
。
不
可
欠
な
言
葉
だ
と
し
て
「
逍
遥
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
。

で
、
そ
の
「
逍
遥
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
見
ま
し
た
と
き
に
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
安
田
先
生
が
「
近
頃
の
学
生
は
、
散
歩
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
近
頃
の
学
生
は
散
歩
を
し
な
い
と
。
「
君
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
よ
」
と
い
う
言
い
方
で
し
た
か
ね
。
非
常
に
大
き
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と

を
安
田
先
生
は
、
そ
の
散
歩
を
し
な
い
と
い
う
言
葉
に
見
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

逍
遥
と
い
う
こ
と
は
言
葉
の
意
味
と
し
て
は
そ
ぞ
ろ
歩
き
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
ぞ
ろ
歩
き
と
い
う
こ
と
は
、
目
的
地
へ
行
く
た
め
に
歩
く
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

歩
く
こ
と
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
何
か
目
的
地
に
向
か
っ
て
一
生
懸
命
歩
い
て
い
く
と
い
う
歩
き
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
逍
遥
し
て
。

あ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
す
か
、
逍
遥
学
派
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
学
派
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
場
合
は
だ
い
た
い
学
校
の
廊
下
を
逍
遥
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
聞
き
か
じ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
逍
遥
。
廊
下
を
歩
き
な
が
ら
思
索
す
る
と
。
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
逍
遥
す
る
と

い
う
こ
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

全
身
で
感
じ
な
が
ら
思
索
す
る

で
、
そ
の
逍
遥
し
て
と
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
で
、
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
逍
遥
す
る
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
思
索
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
全

身
で
感
じ
な
が
ら
思
索
す
る
と
い
う
意
味
を
一
つ
持
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
思
索
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
机
の
前
に
座
っ
て
、
た
だ
目
と
頭
だ
け
で
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
何
か
そ
う
い
う
全
身
で
世
界
を
感
じ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
に
一
つ
の
こ
と
が
憶
念
さ
れ
続
け
て
い
く
と
い
う
、
何
か
こ
の
「
仏
に
従
い
て
逍
遥
し

て
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
十
分
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
逍
遥
し
て
と
い
う
言
葉
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に
置
か
れ
て
あ
り
ま
す
こ
と
に
、
非
常
に
心
を
惹
か
れ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

五
感
喪
失
は
全
身
性
を
失
っ
て
い
る

で
、
本
当
に
振
り
返
り
ま
し
て
逍
遥
す
る
と
い
う
時
を
、
ま
っ
た
く
失
っ
て
き
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
体
験
が
全
部
、
五
感
喪
失
に
な
っ
て
い
る
。
五

感
喪
失
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
全
身
性
を
失
っ
て
い
る
と
。
全
身
性
の
喪
失
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
言
葉
も
や
せ
細
り
、
私
ど
も
の
思
索
も
、
考
え

る
と
い
う
こ
と
も
、
感
じ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
も
、
非
常
に
閉
じ
ら
れ
た
あ
り
方
の
体
験
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
、
ま
さ

に
私
ど
も
人
間
の
う
え
に
、
ど
う
い
う
あ
り
方
を
結
果
し
て
く
る
の
か
。
何
か
い
ま
さ
ら
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
そ
う
い
う
も
の
を
廃
止
す
と
い
う
こ
と
は

有
り
得
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
し
、
い
よ
い
よ
そ
う
い
う
世
界
が
進
歩
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
の
進
歩
す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
怖
ろ
し
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
飛
躍
的
な
、
そ
れ
こ
そ
、
逍
遥
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
な
一
直
線
の

■ 全身で感じながら思索する
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世
界
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
ど
も
は
仏
言
に
聞
き
、
仏
言
に
よ
っ
て
問
い
尋
ね
る
と
い
う
道
を
、
そ
れ
こ
そ
い
ま
出
遇
わ
し
て

も
ら
っ
て
い
る
。
者
の
責
任
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
の
全
身
性
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
こ
そ
昔
の
人
が
、
言
霊
と
。
言
葉
の
魂
と
い
う
言
葉
ま
で
生
活
の
中
で
も

っ
て
い
た
あ
り
方
を
ど
こ
か
で
私
ど
も
は
伝
え
て
い
か
な
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

昨
年
の
、
今
度
の
大
地
の
案
内
に
、
和
田
先
生
が
昨
年
の
報
恩
講
の
と
き
に
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
そ
こ
で
は
も
う
、
信
心

が
や
せ
細
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
つ
く
づ
く
で
し
ょ
う
か
ね
。
ど
う
言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
そ
の
身
が
衰
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
言

い
方
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
も
は
や
人
間
の
身
が
衰
え
て
し
ま
い
、
身
が
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
仏
法
は
本
当
に
響
い
て
く
る
の
か
な
あ
、
と
。

そ
う
い
う
響
い
て
く
る
よ
う
な
身
が
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
と
。
身
が
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
身
の
能
力
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
状
況

で
な
い
か
と
思
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
さ
に
そ
う
い
う
五
感
喪
失
と
い
う
の
は
、
身
が
や
せ
細
り
、
身
が
衰
え
て
し
ま
っ
た
姿
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
ど
も
は
ど
う
す
れ
ば
そ
の
身
を

回
復
で
き
る
の
か
で
す
ね
。
そ
う
い
う
感
覚
す
る
身
、
響
き
を
感
じ
と
る
身
を
ど
こ
か
で
回
復
し
て
い
く
道
を
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
の
こ
う
い
う
子
ど

も
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
か
。
生
き
て
い
る
あ
あ
い
う
言
語
生
活
で
す
ね
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
言
語
生
活
に
お
い
て
、
文
字
通
り
身
を
衰
え
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
五
感
を
喪
失
さ
せ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
を
、
や
は
り
根
本
で
受
け
と
め

て
、
根
本
的
に
そ
う
い
う
あ
り
方
を
開
い
て
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
い
ま
す
が
。
そ
う
い
う
道
を
お
互
い
に
開
い
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
は
な
い
か
。

昨
年
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
安
田
先
生
が
経
典
の
、
そ
の
仏
言
の
声
量
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
仏
言
に
声
量
を
感
ず
る
。
経
典
の
言
葉
を

凝
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
存
在
の
確
か
さ
に
、
限
り
な
い
声
量
。
声
量
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
非
常
に
ず
っ
と
問
い
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
こ
そ
言
葉
が
声
量
を
失
い
、
た
だ
の
っ
ぺ
ら
と
し
た
文
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
私
ど
も
の
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
し
、
特
に
我
々
こ
う
い
う
聞
法
者
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
う
い
う
言
葉
に
対
す
る
責
任
と
言
い
ま
す
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
は
り
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

■

声
明
は
聞
法
で
あ
る

藤
元
君
が
高
倉
会
館
で
彼
岸
会
の
法
話
と
言
い
ま
す
か
。
連
続
し
て
三
日
間
で
し
た
か
、
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
願
心
を
師
と
な
す
』
と
い
う
題
で
出
版

さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
。
で
、
そ
の
中
に
足
利
演
正
さ
ん
で
す
ね
。
五
ヵ
寺
の
一
人
で
、
い
わ
ゆ
る
『
相
伝
義
書
』
を
公
に
す
る
う
え
で

大
き
な
力
を
く
だ
さ
っ
た
足
利
演
正
先
生
で
す
ね
。
そ
の
方
の
言
葉
と
し
て
藤
元
君
が
「
声
明
は
聞
法
で
あ
る
」
（
取
意
『
願
心
を
師
と
な
す
』
七
五
頁
）
と
い
う
言

講義 １（ 年６月 日）2004 13
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葉
を
話
の
中
で
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
今
日
、
私
な
ど
は
声
明
は
声
明
、
聞
法
は
聞
法
と
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
声
明
講
習
会
が
非
常
に
盛

況
と
言
い
ま
す
か
、
盛
会
と
い
い
ま
す
か
。
多
く
の
人
が
声
明
に
学
び
を
し
て
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
で
、
何
か
こ
う
い
う
「
声
明
は
聞
法
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
を
目
に
い
た
し
ま
し
て
、
あ
る
意
味
で
ウ
ッ
と
驚
く
と
言
い
ま
す
か
、
立
ち
止
ま
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
声
明
で
す
。

■

五
明

こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
お
き
ま
す
一
般
教
育
で
す
ね
。
古
代
に
あ
り
ま
し
て
、
一
般
教
養
が
五
つ
、
学
び
が
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
い
ま
す
と
、

分
野
に
分
か
れ
て
た
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
五
明
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
明
と
い
う
の
は
文
字
通
り
明
る
く
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
こ
に
知
識
、
そ
れ
か
ら
学
問
を
意
味
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
来
と
い
い
ま
す
か
、
元
々
は
声
明
と
い
う
言
葉
は
、
で
す
か
ら
言
葉
に
関
す
る
学
問
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
で
、
い
わ
ゆ
る
言
語
に
関
す
る
学
問
、
す
な
わ
ち
言
語
学
、
特
に
文
法
学
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
番
、
ま
あ

声
明
そ
し
て
二
番
目
が
因
明
で
す
ね
。
五
明
と
い
う
の
は
、
こ
の
五
つ
で
あ
り
ま
す
ね
。
因
明
と
い
う
の
は
一
つ
の
事
柄
と
そ
の
原
因
と
の
つ
な
が
り
と
言
い
ま
す
か
、

そ
の
物
事
と
か
を
解
明
し
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
い
わ
ゆ
る
今
日
の
意
味
で
は
論
理
学
に
あ
た
る
。
そ
れ
か
ら
三
番
の
内
明
と
い
う
の
は
、
広
く
は
形
而
上
学
と
い

う
よ
う
な
、
ま
あ
形
而
上
学
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
あ
ん
ま
り
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
番
具
体
的
に
は
他
の
思
想
、
他
の
宗
教
で
す
ね
。
そ
の
他
の
宗
派
と
か

他
の
学
派
と
の
異
な
り
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
宗
派
な
り
、
学
派
の
固
有
の
学
問
で
す
ね
。
今
日
で
言
え
ば
真
宗
学
と
い
う
の
は
内
明
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
固
有
の
学
問
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
医
明
は
文
字
通
り
医
学
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
広
く
薬
学
と
か
、
さ
ら
に
は
呪
術
、
そ
う
い
う
呪
術
の
学
も
含
ん
で
医
明
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
最
後
の
工
巧
明
と
い
う
、
こ
れ
は
物
を
組
み
立
て
て
い
く
造
形
の
学
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
建
築
学
か
ら
工
芸
の
全
体
を
包
ん
で
、
工
巧
明
と
呼
ぶ
よ
う
で
あ

り
ま
す
。

で
、
そ
の
五
明
の
中
の
一
つ
と
し
て
声
明
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
学
ば
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
後
に
そ
れ
こ
そ
仏
殿
で
仏
徳
を
讃
嘆

し
て
、
そ
こ
に
供
養
す
る
そ
の
作
法
、
い
わ
ゆ
る
今
日
も
声
明
作
法
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
ま
す
よ
う
な
意
味
に
、
こ
の
声
明
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

で
、
足
利
先
生
が
「
声
明
は
聞
法
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
る
と
き
、
そ
の
声
明
と
は
い
わ
ゆ
る
声
明
作
法
の
声
明
と
い
う
こ
と
だ
け
と
言
い
ま
す
か
、

そ
れ
を
お
さ
え
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
か
。
い
わ
ゆ
る
元
の
言
語
学
、
文
法
学
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
関
す
る
学
を
ふ
ま
え
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
か
。
も
う
こ

■ 五明
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こ
ら
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
藤
元
君
も
そ
の
言
葉
を
あ
げ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

■

『
聞
書
』
で
の
声
明

で
、
私
に
と
っ
て
、
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
抜
き
に
い
た
し
ま
し
て
、
何
か
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
蓮
如
上
人
の
『
聞
書
』
に
あ
り
ま
す
。

八
六
〇
頁
の
三
十
一
と
あ
り
ま
す
。
後
ろ
か
ら
三
行
目
で
あ
り
ま
す
ね
。

の
た
ま
わ
く
、
「
朝
夕
、
『
正
信
偈
』
・
『
和
讃
』
に
て
念
仏
も
う
す
は
、
往
生
の
た
ね
に
な
る
べ
き
か
、
た
ね
に
は
な
る
ま
じ
き
か
」
と
、
お
の
お
の
、
坊
主

に
御
た
ず
ね
あ
り
。
み
な
、
も
う
さ
れ
け
る
は
、
「
往
生
の
た
ね
に
な
る
べ
し
」
と
、
も
う
し
た
る
ひ
と
も
あ
り
、
「
往
生
の
た
ね
に
は
な
る
ま
じ
き
」
と
、
い

う
ひ
と
も
あ
り
け
る
と
き
、
仰
せ
に
、
「
い
ず
れ
も
わ
ろ
し
。
『
正
信
偈
』
・
『
和
讃
』
は
、
衆
生
の
、
弥
陀
如
来
を
一
念
に
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
後
生
た
す

か
り
も
う
せ
、
と
の
こ
と
わ
り
を
、
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
。
よ
く
き
き
わ
け
て
、
信
心
を
と
り
て
、
あ
り
が
た
や
あ
り
が
た
や
と
、
聖
人
の
御
前
に
て
、
よ
ろ
こ
ぶ

こ
と
な
り
」
と
、
く
れ
ぐ
れ
、
仰
せ
そ
う
ろ
う
な
り
。
（
聖
典
八
六
〇
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
つ
い
で
に
ひ
ろ
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
八
七
一
頁
の
真
ん
中
八
十
八
番
目
の
文
章
で
す
が
、
そ
こ
に
、

蓮
如
上
人
、
仰
せ
ら
れ
候
う
。
「
仏
法
は
、
つ
と
め
の
ふ
し
は
か
せ
も
し
ら
で
、
よ
く
す
る
と
思
う
な
り
。
つ
と
め
の
ふ
し
、
わ
ろ
き
」
よ
し
を
、
仰
せ
ら
れ
、

慶
聞
坊
を
い
つ
も
と
り
つ
め
、
仰
せ
ら
れ
つ
る
由
に
候
う
。
そ
れ
に
付
き
て
、
蓮
如
上
人
、
仰
せ
ら
れ
候
う
。
「
一
向
に
わ
ろ
き
人
は
、
ち
が
い
な
ど
と
い
う
事

も
な
し
。
た
だ
わ
ろ
き
ま
で
な
り
。
わ
ろ
し
と
も
仰
せ
ご
と
な
き
な
り
。
法
義
を
も
心
に
か
け
、
ち
と
こ
こ
ろ
え
も
あ
る
上
の
ち
が
い
が
、
こ
と
の
ほ
か
の
違
い

な
り
」
と
、
仰
せ
ら
れ
候
う
由
に
候
う
。
（
聖
典
八
七
一
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
つ
と
め
の
ふ
し
は
か
せ
」
と
い
う
の
は
、
節
譜
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
は
か
せ
」
は
「
博
士
」
の
は
か
せ
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
「
は
か
せ
」
の
教
え
る
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
こ
こ
は
こ
の
よ
う
に
声
を
張
り
上
げ
て
読
む
の
だ
と
い
う
よ
う
な
節
譜
、
そ
の

「
節
譜
も
し
ら
で
」
と
い
う
意
味
に
い
え
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
よ
う
す
る
に
そ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
声
明
も
仏
法
も
、
仏
法
も
法
義
も
よ
く
知
ら
な
い
人
が
、
自
ら

の
思
い
の
ま
ま
に
声
を
出
し
て
読
ん
だ
り
、
学
ん
だ
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
も
う
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
え
て
間
違
っ
て
い
る
と
か
、
ど
う
と
か
言
う
こ
と

も
な
い
の
だ
と
。
大
事
な
こ
と
は
何
か
「
法
義
を
も
心
に
か
け
、
ち
と
こ
こ
ろ
え
も
あ
る
上
の
ち
が
い
」
と
い
う
こ
と
が
一
番
問
題
な
の
だ
と
。
こ
れ
も
や
は
り
一
つ

の
、
衣
を
着
て
い
る
者
の
責
任
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
ま
っ
た
く
声
明
は
不
得
手
で
あ
り
ま
し
て
、
申
し
訳
な
い
事
こ
と
な
の
で
す
け
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
、
そ
の
こ
と
を
専
門
に
し
て
お
き
な

が
ら
、
し
か
も
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
を
非
常
に
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
慶
聞
坊
と
い
う
者
も
い
つ
も
質
問
、
「
と
り
つ
め
て
」
と
書
い
て
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ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
つ
も
質
問
し
て
お
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

で
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
『
聞
書
』
の
文
書
を
見
ま
す
と
き
に
、
や
は
り
声
明
と
い
う
こ
と
と
、
聞
法
と
い
う
こ
と
が
別
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
共
に
、
念
仏

者
と
し
て
、
常
に
正
し
て
い
く
べ
き
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
声
明
で
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
『
和
讃
』
を
、
当
時

の
日
本
の
仏
教
界
に
あ
っ
て
も
群
を
抜
い
て
多
く
の
ご
和
讃
を
残
し
て
お
ら
れ
る
。
五
百
首
を
超
え
て
お
り
ま
す
が
。

し
か
も
そ
の
ご
和
讃
の
か
た
ち
が
、
皆
一
緒
に
声
を
出
し
て
唱
和
す
る
と
い
う
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
か
、
心
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
あ
あ
い
う
和

讃
の
形
式
と
言
い
ま
す
か
、
形
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
七
五
調
で
四
句
一
首
、
そ
し
て
一
行
目
を
一
字
上
げ
に
し
て
ず
っ
と
書
か
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
肝
心
は
い
わ
ゆ
る
（
け
ん
ぱ
く
数
？
）
で
す
ね
。
発
音
上
の
注
が
ふ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
平
声
。
こ
れ
が
平
ら
に
読
む
と
い
う
で
す
ね
。

で
、
あ
と
の
三
つ
は
偏
り
を
も
っ
て
い
る
。
平

仄
。
昔
は
つ
じ
つ
ま
が
合
う
と
い
う
こ
と
を
平
仄
が
合
う
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
。
こ
れ
も
平

ひ
ょ
う
そ
く

仄
で
す
ね
。
そ
う
い
う
偏
り
。
調
子
が
一
つ
の
偏
っ
た
あ
り
方
で
す
ね
。
上
声
は
文
字
通
り
尻
上
が
り
に
読
む
と
。
そ
れ
か
ら
去
声
と
い
う
の
は
尻
下
が
り
に
読
む
。

そ
れ
か
ら
入
声
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
詰
ま
っ
て
読
む
わ
け
で
す
ね
。
ピ
ィ
と
か
グ
ィ
と
と
い
う
音
で
終
わ
る
発
音
で
あ
り
ま
す
が
、
短
く
詰
ま
っ
た
調
子
と
言
わ
れ

ま
す
が
。
と
も
か
く
そ
う
い
う
て
ん
ば
ち
？
を
き
ち
っ
と
親
鸞
聖
人
は
置
い
て
お
ら
れ
る
。

そ
こ
に
は
や
は
り
『
和
讃
』
は
、
共
に
声
を
出
し
て
唱
和
す
る
と
い
う
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
、
そ
う
い
う
た
だ
難
し
い
教
義
を
和
ら
げ
て

意
味
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
歌
の
形
に
し
た
と
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
や
は
り
、
そ
の
響
き
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
響
き
も
共
に
す
る
と
い
う
。
何
か
お
互
い
に
唱

和
す
る
と
い
う
こ
と
を
大
事
な
こ
と
と
し
て
。
つ
ま
り
、
仏
法
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
く
、
い
わ
ゆ
る
仏
法
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
仏
法
に

よ
っ
て
そ
れ
こ
そ
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
い
く
と
い
う
大
事
な
こ
と
と
し
て
、
こ
う
い
う
『
和
讃
』
も
残
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

で
、
そ
こ
に
言
う
な
ら
ば
仏
言
の
響
き
に
共
に
身
を
浸
す
と
い
い
ま
す
か
。
身
に
感
じ
取
る
。
そ
う
い
う
世
界
、
そ
う
い
う
場
を
ず
っ
と
保
た
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

で
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
さ
ら
に
い
え
ば
聞
法
と
い
う
こ
と
は
、
仏
法
に
つ
い
て
聞
く
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
こ
そ
、
言
う
な
ら
ば
私
へ
の
仰
せ
と

し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
が
、
聞
法
と
い
う
こ
と
に
根
本
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

先
ほ
ど
、
大
河
内
君
が
ゴ
ッ
ト
（g

o
d

）
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ふ
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
初
め
て
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す

け
ど
も
。

■

「
二
身
を
知
ら
ず
」

■ 「二身を知らず」
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何
か
話
が
横
へ
行
く
の
で
す
け
ど
も
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
曇
鸞
大
師
が
称
名
憶
念
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
称
名
憶
念
し
て
も
一
向
に
無
明
の
闇
が
晴
れ
な
い

の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
て
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
こ
の
不
如
実
修
行
と
い
う
こ
と
と
不
相
応
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
一
三
頁
の
最

後
の
行
か
ら
二
一
四
頁
か
け
て
で
あ
り
ま
す
が
。
そ
し
て
そ
の
不
如
実
修
行
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
そ
こ
に
「
二
身
を
知
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
あ
り

ま
す
。
仏
を
念
ず
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
仏
を
、
つ
ま
り
実
相
身
と
為
物
身
で
す
ね
。
こ
の
物
は
ご
承
知
の
よ
う
に
人
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
人
を
表
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
衆
生
の
為
の
身
と
い
う
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
た
だ
、
実
相
を
表
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
そ
の
全
体
が
衆
生
の
為
の
身
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
為
物
身
た
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
。
ど
こ
へ
で
も
対
象
と
し
て
仏
を
向
こ
う
に
お
い
て
実
相
の
身
と
し
て
仰
ぎ
見
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
の
称
名
は
、

決
し
て
無
明
の
闇
を
破
る
、
心
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
為
物
身
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
我
が
為
の
身
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
ね
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
正
信
偈
』
に
お
き
ま
し
て
、
「
五
劫
思
惟
之
摂
受
」
と
う
た
わ
れ
て
あ
り
ま
す
が
。
「
五
劫
思
惟
之
摂
受
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
「
文

類
偈
」
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
は
、
「
思
惟
摂
取
経
五
劫
」
（
聖
典
四
一
〇
頁
）
。
「
思
惟
摂
取
す
る
に
五
劫
を
経
た
り
」
と
う
た
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
言
葉
は

「
之
」
と
「
経
」
と
、
「
摂
受
」
が
「
摂
取
」
と
。
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
し
か
し
、
意
味
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
区
別
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、

言
葉
の
順
序
が
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
ま
っ
た
く
私
も
二
つ
の
言
葉
を
並
べ
て
も
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
『
正
信

偈
』
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
法
、
深
さ
と
言
い
ま
す
か
、
法
の
は
た
ら
き
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
「
文
類
偈
」
の
ほ
う
は
、
ま
さ
し
く
為
物
身
と
し

て
の
、
つ
ま
り
「
経
五
劫
」
で
す
ね
。
「
五
劫
を
経
た
り
」
と
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
思
惟
摂
取
」
の
歩
み
を
し
て
五
劫
を
経
せ
し
め
た
。
そ
の
五
劫
と
い
う
永
い
時
を

経
せ
し
め
た
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
こ
の
私
の
身
の
事
実
だ
と
い
う
深
い
頷
き
が
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
法
の
は
た
ら
き
が
う
た
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
特
に
「
五
劫
を
経
た
り
」
と
い
う
五
劫
を
経
せ
し
め
た
身
の
事
実
が
深
く
そ
こ
に
は
深
く
懺
悔
さ
れ
て
あ
る
。
そ
う
い
う
は
た
ら
き

で
あ
り
ま
す
ね
。

■

仏
言
が
呼
び
か
け
の
言
葉
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る

で
す
か
ら
そ
こ
に
は
聞
法
と
言
い
ま
す
か
、
仏
言
が
ど
こ
ま
で
も
ま
さ
に
呼
び
か
け
の
言
葉
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
、

『
教
行
信
証
』
全
体
を
通
し
て
も
、
常
に
呼
び
か
け
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
受
け
と
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
最
初
に
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
唯
除
の
文
が
釈
さ
れ
て
あ
り
ま
す
が
、

「
唯
除
五
逆

誹
謗
正
法
」
と
い
う
は
、
唯
除
と
い
う
は
、
た
だ
の
ぞ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ

講義 １（ 年６月 日）2004 13
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ん
と
な
り
。
こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
、
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
（
聖
典
五
一
三
頁
）

と
、
そ
う
い
う
知
ら
せ
ん
と
す
る
言
葉
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
お
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
唯
除
と
い
う
の
は
言
葉
、
除
く
ぞ
と
い
う
言
葉
だ
と
。
そ
の
言
葉
は
「
お

も
き
と
が
」
を
自
覚
し
て
目
覚
め
る
、
そ
の
「
お
も
き
と
が
」
に
目
覚
め
て
た
だ
ひ
た
す
ら
仏
言
に
帰
る
と
い
う
。
そ
の
「
し
ら
せ
ん
と
な
り
」
と
い
う
叫
び
な
の
だ

と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
、
そ
う
い
う
呼
び
か
け
、
言
葉
を
聞
く
。
そ
こ
に
聞
法
の
い
の
ち
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
仏
教

に
つ
い
て
の
話
を
聞
く
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。

■

仰
せ
と
し
て
聞
く

そ
う
い
う
呼
び
か
け
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
声
明
と
い
う
言
葉
と
や
は
り
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
声
明
は
聞
法
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
声
と
し
て
聞

く
と
い
う
こ
と
が
文
字
通
り
で
す
ね
、
そ
の
文
字
の
も
っ
て
い
る
通
り
に
、
そ
う
い
う
声
と
し
て
聞
く
。
仰
せ
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
行
巻
」
に
お
き
ま
す
い
わ
ゆ
る
六
字
釈
、
帰
命
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
一
七
七
頁
の
そ
の
帰
命
釈
に
お
き
ま
す
、
ま

さ
に
帰
命
を
勅
命
と
お
さ
え
ら
れ
ま
す
こ
の
言
葉
に
、
や
は
り
そ
う
い
う
心
が
こ
も
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
「
行
巻
」
、
ま
ず
大
行
の
大
意
と
い
う

こ
と
が
一
五
七
頁
の
最
初
の
御
自
釈
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
一
五
七
頁
の
最
初
の
御
自
釈
は
大
行
の
大
意
を
お
さ
え
ら
れ
た
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
大

行
の
大
意
を
、
後
、
経
典
の
言
葉
と
七
祖
の
言
葉
を
も
っ
て
ず
っ
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■

仏
道
に
生
き
る
者
す
べ
て
の
問
題
と
し
て
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

で
、
そ
の
間
に
経
典
の
言
葉
、
経
証
で
す
ね
。
そ
の
経
証
が
終
わ
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
御
自
釈
の
言
葉
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
は
御
自
釈
の
言
葉
を
置
か
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
一
六
一
頁
の
真
ん
中
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
「
し
か
れ
ば
名
を
称
す
る
に
」
と
い
う
こ
こ
か
ら
が
、
こ
の
御
自
釈
の
文
は
普
通
、
経
言
の
結
び
と
。
経
典

の
言
葉
を
引
い
て
き
た
、
結
び
の
一
番
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
か
ら
は
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
。
そ
し
て
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
。
曇

鸞
の
『
浄
土
論
註
』
。
そ
し
て
、
こ
の
道
綽
の
『
安
楽
集
』
。
そ
し
て
善
導
の
文
が
し
ば
ら
く
引
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い
十
文
引
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
善
導
の
引
文
を
受
け
て
、
先
ほ
ど
の
南
無
帰
命
釈
が
一
七
七
頁
に
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
南
無
帰
命
釈
が
終
わ
り
ま
す
と
、
す
ぐ
に
そ
れ

ま
で
は
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
と
、
そ
の
次
第
の
ご
と
く
に
ど
ん
ど
ん
引
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
け
ど
も
、
こ
の
後
す
ぐ
に
、
善
導
か
ら
源
信
、
源
空
と
引
か
れ

る
か
と
思
う
と
、
そ
う
で
な
く
て
、
言
い
ま
す
な
ら
ば
他
宗
の
念
仏
者
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
ま
ず
『
五
会
法
事
讃
』
が
ま
ず
引
か
れ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
法

照
と
か
慈
愍
和
尚
と
か
と
い
う
方
々
の
念
仏
の
言
葉
が
引
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
後
い
ろ
ん
な
方
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
一
八
四
頁
に
は
「
律
宗
の
祖

師
元
照
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
続
き
ま
し
て
、
そ
し
て
、
こ
の
一
八
八
頁
の
五
行
目
か
ら
源
信
の
『
往
生
要
集
』
。
そ
し
て
、
源
信
の
文
が
終
わ
っ
て
一
八
九

■ 仰せとして聞く
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頁
の
真
ん
中
の
と
こ
ろ
に
、
源
空
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
引
文
の
す
べ
て
の
結
び
が
後
ろ
か
ら
三
行
目
か
ら
で
す
ね
。
「
明
ら

か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
で
親
鸞
聖
人
の
言
葉
が
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

「
行
巻
」
は
そ
う
い
う
一
つ
の
展
開
を
も
っ
て
い
る
そ
の
場
合
に
、
そ
れ
こ
そ
七
祖
が
す
べ
て
、
し
か
も
そ
の
時
代
の
順
序
の
ご
と
く
に
、
そ
の
文
が
引
か
れ
て
い

る
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
間
に
い
わ
ゆ
る
他
宗
派
の
人
々
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
念

仏
の
法
が
、
た
だ
た
ん
に
浄
土
門
一
宗
の
世
界
で
は
な
く
て
、
お
よ
そ
仏
道
で
す
ね
。
仏
道
に
生
き
る
者
す
べ
て
の
問
題
と
し
て
、
そ
こ
に
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
念
仏
の
心
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
問
題
が
そ
こ
に
途
中
で
親
鸞
聖
人
の
御
自
釈
、

帰
命
六
字
釈
が
、
帰
命
釈
、
そ
し
て
六
字
釈
が
わ
ざ
わ
ざ
、
そ
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
と
。
こ
う
い
う
引
文
の
間
に
六
字
釈
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で

あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
も
、
そ
こ
に
注
意
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
、
そ
う
い
う
見
通
し
の
う
え
で
、
今
回
は
こ
こ
に
、
時
代
社
会
を
、
ま
さ
し
く
自
ら
の
問
題
と
し
て
仏
道
を
問
い
直
さ
れ
た
道
綽
禅
師
の
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
事
柄
を
少
し
た
ど
ら
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
安
楽
集
』
の
文
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
次
の
善
導
大
師
の
文
と
同
じ
く
、
い

わ
ゆ
る
念
仏
の
別
時
意
の
釈
と
。
摂
論
宗
に
依
り
ま
す
別
時
意
の
難
で
す
ね
。
そ
れ
に
身
を
も
っ
て
応
え
ら
れ
た
道
綽
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
善
導
に
引
き
継
が
れ

て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
道
綽
の
そ
れ
こ
そ
身
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
か
れ
、
時
代
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
担
っ
て
い
か
れ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
中
心

に
も
う
少
し
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
一
応
、
今
回
、
そ
う
い
う
思
い
を
も
っ
て
出
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
で
ど
う
か

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
三
日
）

※
一
一
頁
の
四
声
の
「
け
ん
ぱ
く
数
」
「
て
ん
ぱ
ち
」
の
用
語
の
正
否
、
未
確
認
。
正
解
を
ご
承
知
の
方
は
当
方
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
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年
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日
）

講
義

２

道
綽
禅
師
と
い
う
御
名
を
聞
き
ま
す
と
、
聖
道
浄
土
二
道
判
と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃
、
「
道
綽
和
讃
」

を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
て
も
、
ま
ず
最
初
に
、

本
師
道
綽
禅
師
は

聖
道
万
行
さ
し
お
き
て

唯
有
浄
土
一
門
を

通
入
す
べ
き
み
ち
と
と
く
（
聖
典
四
九
四
頁
）

と
、
こ
う
二
道
判
の
こ
と
が
詠
た
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
道
綽
禅
師
以
前
、
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
、
特
に
天
親
・
曇
鸞
に
お
い
て
は
、
浄
土
と
い
う
言
葉
は
、
穢
土
に
対

し
て
の
浄
土
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
っ
ぱ
ら
穢
土
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
の
浄
土
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
れ
が
道
綽
禅
師
を
通
し
て
以
降
は
、
聖
道
に
対
し
て
浄
土
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
が
中
心
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
そ
の
二
道
判
は

も
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

さ
し
お
き
て

そ
こ
に
親
鸞
聖
人
は
「
さ
し
お
き
て
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
さ
し
お
き
て
」
は
次
の
第
二
首
目
に
お
き
ま
し
て
も

本
師
道
綽
大
師
は

涅
槃
の
広
業
さ
し
お
き
て

本
願
他
力
を
た
の
み
つ
つ

五
濁
の
群
生
す
す
め
し
む
（
同

頁
）

と
、
こ
こ
に
も
や
は
り
「
さ
し
お
き
て
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
「
さ
し
お
く
」
と
い
う
言
葉
は
「
お
く
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
す
る
と
き
に
「
さ

し
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
て
「
さ
し
お
く
」
、
し
っ
か
り
と
お
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
か
そ
う
い
う
意
味
が

「
さ
し
お
く
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
道
判
と
い
う
と
、
私
ど
も
何
か
仏
道
に
聖
道
門
、
浄
土
門
と
い
う
二
つ
の
道
が
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
聖
道
門
を
捨
て
て
、
浄
土
門
、
浄
土
の
一
門
だ
け
を
と
る

と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
仏
道
を
二
つ
に
分
け
て
片
方
を
と
っ
て
片
方

を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
仏
道
は
痩
せ
細
っ
て
い
く
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
仏
道
を
浄
土
の
一
門
に
お
い
て
歩
ん
で

い
く
と
い
う
、
そ
の
仏
道
の
全
体
を
浄
土
門
と
し
て
受
け
と
る
と
い
う
か
、
歩
み
と
い
う
こ
と
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
と
き
に
「
さ
し
お
く
」
と
い
う
よ
う
な
、
わ
ざ
わ
ざ
言
葉
が
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
化
身
土
巻
」
（
『
真

宗
聖
典
』
三
四
四
頁
）
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
『
阿
弥
陀
経
』
に
よ
り
隠
顕
二
義
と
い
う
も
の
を
ご
覧
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
隠
顕
義
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

■ さしおきて
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さ
れ
る
わ
け
で
す
。
後
ろ
か
ら
六
行
目
の
と
こ
ろ
か
ら
「
『
観
経
』
に
准
知
す
る
に
、
こ
の
経
」
、
『
阿
弥
陀
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
「
ま
た
顕

彰
穏
密
の
義
あ
る
べ
し
。
」
と
あ
り
ま
し
て
、
「
「
顕
」
と
言
う
は
、
経
家
は
」
、
経
家
と
い
う
の
は
釋
尊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
貶
し
て
、
善

本
・
徳
本
の
真
門
を
開
示
し
、
自
利
の
一
心
を
励
ま
し
て
、
難
思
の
往
生
を
勧
む
。
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
お
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
一
切
諸
行
の
少
善

を
嫌
貶
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
嫌
い
貶
め
る
と
い
う
意
味
、
簡
単
に
い
え
ば
「
嫌
貶
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
嫌
い
、
そ
れ
を
貶
め

る
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

廃
立
と
嫌
貶

あ
る
意
味
で
廃
立
、
法
然
上
人
は
廃
立
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
廃
立
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
ほ
う
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
「
一
切

諸
行
を
廃
し
て
」
と
、
そ
し
て
「
善
本
・
徳
本
の
真
門
を
開
示
し
」
と
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
意
味
が
す
っ
き
り
と
は
っ
き
り
と
伝
わ
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ

け
で
す
。
そ
こ
に
「
廃
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
て
、
「
嫌
貶
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
は

「
廃
す
る
」
と
い
う
と
き
に
は
や
は
り
そ
の
外
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
こ
に
は
立
た
な
い
と
。
万
善
諸
行
と
い
う
も
の
、
一
切
諸
行
に
は

私
は
立
た
な
い
。
た
だ
念
仏
の
一
門
に
立
つ
と
。
ま
た
そ
の
廃
す
る
も
の
は
自
分
の
外
に
見
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
言
い
ま
す
と
「
嫌
貶
」
と
い
う

言
葉
は
、
自
分
の
中
に
見
い
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
「
廃
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
同
時
に
廃
し
よ
う

と
し
て
い
る
も
の
が
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
廃
し
て
も
廃
し
て
も
そ
こ
に
ま
で
そ
の
心
が
う
な
が
さ
れ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
深
い
悲
し
み
が

「
嫌
貶
」
と
い
う
言
葉
に
は
押
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
意
味
で
は
こ
の
「
嫌
貶
」
と
い
う
言
葉
は
深
い
悲
歎
で
す
ね
。
そ
う
い

う
悲
歎
を
も
っ
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
「
嫌
貶
」
と
「
さ
し
お
き
て
」
と
い
う
言
葉
と
は
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
消
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
貶
し
て
」

と
い
う
「
嫌
貶
」
と
い
う
こ
と
と
、
い
ま
は
「
聖
道
万
行
さ
し
お
き
て
」
と
、
そ
の
聖
道
万
行
に
捕
わ
れ
る
心
、
そ
れ
は
消
え
な
い
。
こ
れ
は
雑
行
と
い
う
こ
と
に
つ

き
ま
し
て
も
蓮
如
上
人
は
「
雑
行
を
修
す
る
心
を
す
て
」
（
『
真
宗
聖
典
』
七
七
七
頁
）
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
雑
行
を
捨
て
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。
あ
る

意
味
で
強
く
い
え
ば
、
雑
行
に
し
て
い
る
心
で
す
ね
。
念
仏
を
も
雑
行
に
す
る
心
を
も
っ
て
い
る
。
念
仏
の
ほ
か
は
全
部
雑
行
だ
と
色
分
け
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
し
ょ
う
。
念
仏
の
門
と
言
い
ま
し
て
も
、
念
仏
の
一
門
を
自
ら
の
行
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
雑
行
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
念
仏
を
も
自
行
に
な
す
」
（
『
真
宗
聖

典
』
六
三
一
頁
）
と
「
歎
異
抄
」
に
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
ら
の
行
と
す
る
。
そ
う
い
う
念
仏
を
も
自
行
に
す
る
よ
う
な
心
は
あ
る
意
味
で
も
う
こ
れ
で
全
部
捨

て
去
っ
た
と
は
言
え
な
い
、
そ
う
い
う
根
深
さ
を
も
つ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
そ
の
意
味
で
は
「
さ
し
お
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
心
が
起
こ

講義 ２ （ 年６月 日）2004 14



- 17 -

る
こ
と
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
な
か
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
常
に
改
め
て
念
仏
に
帰
る
。
も
う
こ
れ
で
私
は
念
仏
一
つ

だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
こ
と
が
、
そ
れ
こ
そ
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
深
く

悲
し
む
。
「
さ
し
お
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
そ
う
い
う
深
い
悲
し
み
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
捨
て
て
こ
ち
ら
を
取
っ
て
と
い
う
こ
と
な
ら
明
快
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
深
い
悲
し
み
を
常
に
新
た
に
、
従
っ
て
常
に
念
仏
に
帰
り
直
す
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う

い
う
心
が
こ
の
「
さ
し
お
き
て
」
と
い
う
言
葉
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
嫌
貶
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
遣
い
と
合
わ

せ
て
、
そ
う
い
う
意
味
を
一
つ
思
い
ま
す
。

■

道
綽
は
暴
風
駛
雨
の
時
代

そ
し
て
こ
の
ご
和
讃
で
は
第
五
首
目
、
「
濁
世
の
起
悪
造
罪
は

暴
風
駛
雨
に
こ
と
な
ら
ず
」
と
い
う
道
綽
禅
師
の
言
葉
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
て
、
「
諸
仏
こ
れ
ら
を

あ
わ
れ
み
て

す
す
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
り
」
と
い
う
、
そ
の
こ
と
は
一
言
口
で
い
え
ば
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
仏
道
そ
の
も
の
を
帰
浄
土
、
浄
土
に
帰

す
る
道
と
し
て
歩
ん
で
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
押
え
ら
れ
て
き
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
「
起
悪
造
罪
は

暴
風
駛
雨
に
こ
と
な
ら
ず
」
と
い
う
、
こ
れ
は
道
綽
禅

師
が
生
き
ら
れ
た
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
道
綽
禅
師
は
西
暦
五
六
二
年
か
ら
六
四
五
年
、
八
三
年
の
生
涯
で
す
。
そ
の
時
代
と
い
う
の
は
、
ほ
と
と
う
に
中
国
は
暴
風

駛
雨
そ
の
も
の
の
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
戦
乱
に
次
ぐ
戦
乱
で
ご
ざ
い
ま
す
。
漢
が
滅
び
て
唐
の
国
が
生
ま
れ
る
間
の
三
国
の
歴
史
と
か
五
胡
十
六
国
と
か
六
朝
と
か
、

い
ろ
い
ろ
入
り
組
ん
で
戦
乱
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
さ
ら
に
そ
の
中
で
廃
仏
と
い
う
こ
と
を
道
綽
禅
師
は
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い

う
暴
風
駛
雨
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
同
時
に
そ
の
時
代
は
中
国
仏
教
が
花
開
い
た
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
歴
史
に
は
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
ね
。
次
か
ら
次
と
起
き
る
歴
史
を
開
い
た

人
々
が
輩
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
書
い
て
み
ま
す
と
、
こ
の
時
代
は
宗
が
開
か
れ
て
い
く
時
代
で
す
が
、
摂
論
宗
の
真
諦
、
そ
れ
か
ら
地
論
宗
の
浄
影
寺

慧
遠
、
天
台
の
慧
思
、
智
顗
、
華
厳
の
杜
順
、
そ
れ
か
ら
法
蔵
で
す
ね
。
律
宗
の
道
宣
、
法
相
宗
の
吉
蔵
、
三
論
宗
に
も
同
じ
名
前
の
吉
蔵
が
い
ま
す
。
こ
の
人
々
が

全
部
、
何
年
か
は
道
綽
と
同
じ
時
を
過
ご
し
て
お
ら
れ
る
、
重
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
し
て
並
べ
て
み
ま
す
と
、
大
変
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
そ
こ
に
な
ら
ぶ

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
国
に
お
き
ま
し
て
、
そ
う
い
う
痛
い
な
人
々
が
生
ま
れ
て
、
そ
れ
こ
そ
相
前
後
し
て
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
宗
と
い
う
の
も
を
開
い
て
い
か

れ
る
。
だ
い
た
い
こ
の
時
代
に
宗
が
は
っ
き
り
し
た
形
で
、
た
ん
な
る
学
派
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
は
宗
と
い
っ
て
も
学
派
的
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
生
活
の
す
べ
て
を
、
人
生
の
す
べ
て
を
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
宗
と
し
て
仏
教
が
開
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

■ 道綽は暴風駛雨の時代
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で
す
か
ら
そ
う
い
う
道
綽
禅
師
が
聖
道
門
を
廃
す
る
、
時
を
失
し
、
機
に
背
い
て
い
る
と
、
時
期
を
失
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
何
か
衰
微
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思

う
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
に
名
の
り
を
あ
げ
て
歴
史
を
開
き
始
め
た
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
時
に
す
で
に
道
綽
は
聖
道
の
諸
宗
を
、
時
期
を
失
せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
、
廃
す
る
、
仏
道
と
し
て
の
い
の
ち
を
否
定
し
て
い
か
れ
た
。
で
す
か

ら
曽
我
量
深
先
生
は
、
道
綽
禅
師
の
二
門
判
を
、
ま
さ
に
仏
教
史
上
偉
観
で
あ
る
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
当
時
は
ま
さ
に
中
国
仏
教
の
全
盛
期
に
し

て
、
聖
道
の
諸
宗
の
競
い
興
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
国
に
と
っ
て
卓
然
と
し
て
時
期
を
失
す
る
聖
道
な
の
で
し
ょ
う
。
決
し
て
、
た
だ
浄
土
の
一
門
あ
り
。
通
入
す
べ

き
道
と
絶
叫
す
る
。
こ
れ
ま
さ
に
仏
教
史
上
の
偉
観
で
あ
る
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
曽
我
量
深
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
現
実
に
衰
微
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
こ

そ
時
代
に
応
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
逆
に
そ
う
い
う
競
い
興
る
と
き
に
、
そ
の
本
質
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
道
の
本
質
と
い
う
の
を
押
え

ら
れ
た
。
そ
の
押
え
ら
れ
た
立
場
は
ど
こ
ま
で
も
、
そ
う
い
う
時
、
そ
う
い
う
世
に
生
き
る
凡
夫
と
し
て
の
身
の
事
実
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
人
の
上

に
果
た
し
て
歴
史
と
な
っ
て
開
か
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
押
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
の
宗
は
立
て
ら
れ
ま
す
、
そ
こ
に
隋
・
唐
の
仏
教
に
お
き
ま
し
て
は
い
わ
ゆ
る
教
相
判
釈
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
あ
え
て

い
え
ば
聖
道
の
諸
宗
に
よ
り
ま
し
て
は
教
相
判
釈
は
、
ま
さ
に
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
教
え
の
真
理
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
教
相
判
釈
の
意
図
と
し
て
あ

る
わ
け
で
す
。
道
綽
禅
師
自
身
、
「
法
爾
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
藤
元
君
が
注
意
し
て
く
れ
た
こ
と
で
す
。
『
安
楽
集
』
の
第
五
大

門
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

つ
ぶ
さ
に
入
道
行
位
を
弁
ず
る
に
、
法
爾
な
る
が
ゆ
え
に
「
難
行
道
」
と
名
づ
く
、
と
。

（
聖
典
三
五
八
頁
）

と
、
「
法
爾
」
と
言
と
う
言
葉
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
法
爾
」
と
は
ま
さ
し
く
法
が
法
と
し
て
あ
る
。
そ
の
真
理
性
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す

ね
。
そ
こ
に
難
行
性
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
藤
元
君
は
「
法
爾
」
と
い
う
言
葉
で
注
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
聖
道
の
諸
宗
に
お
き
ま
す
教
相
判

釈
は
、
ま
さ
に
「
法
爾
」
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

■

道
綽
は
仏
教
の
真
実
性
を
問
う

そ
れ
に
対
し
て
道
綽
禅
師
は
ど
こ
ま
で
も
仏
教
の
真
実
性
を
問
う
て
い
か
れ
た
。
つ
ま
り
真
実
と
い
う
そ
の
真
理
が
人
間
の
生
活
の
事
実
と
な
っ
て
は
た
ら
く
。
私

の
事
実
に
ま
で
な
っ
て
私
を
し
て
歩
ま
し
め
る
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ど
こ
ま
で
も
身
の
事
実
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
法
が
問
い
直
さ
れ
、
ま
た
法

に
照
ら
さ
れ
て
身
の
事
実
が
深
く
顧
み
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
押
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
に
『
真
宗
聖
典
』
三
五
八
頁
の
法
爾
の
次
の
行
に
親
鸞
聖
人
は
こ
こ
で
順
序
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
後
ろ
か
ら
二
行
目
か
ら
が
『
安
楽
集
』
の
一
番
最
初
の
言
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葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
安
楽
集
』
の
第
一
大
門
の
最
初
の
書
き
出
し
の
文
が
、

教
興
の
所
由
を
明
か
し
て
時
に
約
し
機
に
被
ら
し
め
て
、
浄
土
に
勧
帰
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
（
聖
典
三
五
八
頁
）

と
、
こ
こ
に
ち
ょ
っ
と
言
葉
が
抜
か
れ
て
お
り
ま
す
。
「
若
教
赴

時
機

易

修
易

悟
、
」
（
真
聖
全
一
・
三
七
八
頁
）
と
い
う
言
葉
が
抜
か
れ
て
お
り
ま
す
。
「
浄

二

一

レ

レ

ケ
バ

ニ

ク

シ

シ

リ

土
に
勧
帰
す
る
こ
と
あ
ら
ば
」
と
、
こ
う
読
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
聖
教
全
書
」
の
ほ
う
は
何
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
「
勧
帰
せ
し
む
れ
ば
」
と
、
そ
こ
を
読

ま
せ
ま
し
て
、
「
若
教
赴

時
機

」
と
、
教
が
時
機
に
お
も
む
く
、
真
が
実
に
お
も
む
く
。
「
易

修
易

悟
、
」
と
い
う
、
こ
れ
だ
け
の
言
葉
が
抜
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

二

一

レ

レ

ケ
バ

ニ

ク

シ

シ

リ

こ
の
言
葉
の
後
に
「
も
し
機
と
教
と
時
と
乖
け
ば
、
修
し
難
く
入
り
難
し
。
」
と
、
こ
う
続
く
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
場
合
に
易
行
を
あ
ら
わ
す
言
葉
が
抜
い
て
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
そ
う
い
う
「
化
身
土
巻
」
の
全
体
の
流
れ
の
中
で
法
の
現
実
を
表
す
こ
と
に
お
い
て
、
あ
え
て
取
り
上
げ
ら
れ
ず
に
、
直
ち
に
「
も
し
機
と
教
と

時
と
乖
け
ば
」
と
、
こ
う
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
そ
う
い
う
ど
こ
ま
で
も
機
と
教
と
時
と
い
う
問
題
が
押
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
機

と
時
に
お
い
て
教
を
訪
ね
る
、
ま
た
教
に
お
い
て
機
と
教
が
い
よ
い
よ
深
く
顧
み
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
も
か
く
そ
う
い
う
こ
と
で
と
重
な
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
『
観
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
番
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』

で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
、
こ
の
道
綽
禅
師
曇
鸞
大
師
の
碑
文
を
見
て
浄
土
の
道
に
帰
さ
れ
た
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、

『
論
註
』
の
言
葉
、
『
論
註
』
の
全
体
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
の
全
体
を
貫
く
経
典
は
『
観
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
す
か

ら
安
田
先
生
は
『
安
楽
集
』
は
『
観
経
』
ノ
ー
ト
と
い
う
言
い
方
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
『
観
経
』
が
こ
の
時
代
に
曇
鸞
に
始
ま
っ
て
道
綽
と
。

そ
し
て
ご
承
知
の
よ
う
に
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
中
に
含
ま
れ
る
随
の
時
代
の
三
大
法
師
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
、
天
台
大
師
智
顗
、
浄
影
寺
慧
遠
、
嘉
祥
寺
吉
蔵
で

ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
『
観
経
』
を
註
釈
さ
れ
、
そ
れ
を
善
導
大
師
が
古
今
楷
定
さ
れ
、
そ
う
い
う
歴
史
が
、
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
『
観
経
』
が
深
く
受
け
と
め
ら
れ
て
き
ま
す
そ
こ
に
は
、
仏
道
に
お
い
て
い
か
に
真
理
を
成
就
し
て
い
く
か
と
い
う
方
向
か
ら
、
こ
の
身
を
も
っ
て
こ

の
世
を
生
き
て
い
く
と
い
う
道
と
し
て
仏
道
と
い
う
こ
と
が
訪
ね
ら
れ
る
。
そ
の
大
き
な
導
き
と
な
っ
た
の
は
『
観
経
』
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ

う
。そ

う
い
う
展
開
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
で
す
か
ら
聖
浄
二
門
判
と
申
し
ま
し
て
も
、
そ
う
二
つ
に
割
っ
て
一
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
道
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
二
門
判
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
具
体
的
に
差
し
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
決
し
て
仏

道
が
二
つ
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
二
門
判
と
い
う
仕
事
の
と
こ
ろ
で
、
私
に
は
非

常
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■ 道綽は仏教の真実性を問う
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そ
こ
に
聖
浄
二
門
判
な
さ
る
わ
け
で
す
が
、
道
綽
禅
師
は
二
門
判
に
先
立
ち
ま
し
て
、
こ
れ
は
引
文
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
言
葉
を
お
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

問
い
を
お
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
二
門
判
の
第
三
大
門
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

問
曰
。
一
切
衆
生
皆
有

仏
性

。
遠
劫

以
来
応

値

多
仏

、
何
因

至

今
、
仍
自
輪

廻

生
死

不

出

火
宅

。
答
曰
。
依

大
乗
聖

二

一

レ

二

一

レ

二

一

レ

二

一

二

テ

ク

リ

ヨ

リ

ニ

フ

ニ

ニ

テ
カ

ル
マ
デ

ニ

ヲ

シ

テ

ニ

ル

ヤ

デ

ヲ

テ

ク

ル

ニ

ノ

教

、
良
由

不

得

二
種
勝
法

。
以
排

生
死

。
是
以
不

出

火
宅

。
何
者

為

二
。
一

謂
聖
道
。
二

謂
往
生
浄
土

。

一

レ

下

二

一

中

上

レ

二

一

レ

ニ

ニ

テ
ナ
リ

ル

ニ

テ

ノ

ヲ

テ

ハ
ラ
ハ

ヲ

ヲ

テ

デ

ヲ

ヲ

カ

ス

ト

ニ

ハ

ク

ニ
ハ

ク

ナ
リ

（
ま
た
問
う
て
曰
く
、
一
切
衆
生
皆
仏
性
有
り
。
遠
劫
よ
り
以
来
応
に
多
仏
に
値
ふ
べ
し
、
何
に
因
て
か
今
に
至
る
ま
で
仍
を
自
ら
生
死
に
輪
回
し
て
火
宅
を
出

ざ
る
や
。
）

答
え
て
曰
わ
く
。
大
乗
の
聖
教
に
依
る
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
以
て
生
死
を
排
わ
ざ
る
に
由
っ
て
な
り
。
是
を
以
て
火
宅
を
出
ず
。
何
者
を
か
二
と
為
る
。
一

に
は
謂
わ
く
聖
道
、
二
に
は
謂
わ
く
往
生
浄
土
な
り
。
（
真
聖
全
一
・
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
）

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
聖
道
浄
土
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
き
ま
す
前
に
、
こ
う
い
う
言
葉
が
問
い
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
非
常
に
深
い
悲
し
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
一
切
衆
生
皆
仏
性
あ
り
。
さ
ら
に
遠
劫
よ
り
以
来
応
に
多
仏
に
値
う
」
と
。
歴
史
的
「
自
ら

生
死
に
輪
回
し
て
火
宅
を
出
ざ
る
や
」
。
つ
ま
り
空
過
の
悲
し
み
で
し
ょ
う
。
非
常
に
そ
こ
に
は
道
綽
の
深
い
悲
し
み
、
悲
歎
は
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
悲
歎
に
お
い
て
仏
道
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
内
に
仏
性
を
賜
ま
わ
っ
て
い
る
、
そ
こ
に
多
仏
の
に
値
て
い
る
。
そ
の
仏
法
の
歴
史
の
中

に
あ
っ
て
流
転
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
深
い
悲
歎
、
そ
こ
か
ら
聖
道
浄
土
と
い
う
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
改
め
て
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。そ

う
い
う
こ
と
が
こ
れ
は
善
導
大
師
、
さ
ら
に
は
ず
っ
と
の
浄
土
の
諸
師
方
を
貫
い
て
、
こ
う
い
う
悲
嘆
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
前
に
置
い
て
二

つ
を
選
び
分
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
深
い
悲
し
み
は
や
は
り
空
過
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
空
し
く
過
ぎ
る
、
過
ぎ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
し
か
も
そ
れ
は
遇
う
べ
き
も
の
に
遇
う
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
し
空
し
く
過
ぎ
て
き
た
。

そ
う
い
う
人
悲
嘆
が
そ
こ
に
は
押
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
に
聖
道
浄
土
の
二
門
判
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

■

道
綽
の
問
題
意
識

先
ほ
ど
最
後
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
聖
浄
二
道
判
に
先
だ
っ
て
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
を
開
い
て
こ
ら
れ
た
問
題
、
道
綽
禅
師
の
問
題
意
識
で

ご
ざ
い
ま
す
ね
。
深
い
悲
歎
で
す
。
深
い
悲
歎
を
も
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
心
と
い
う
も
の
が
善
導
大
師
に
お
き
ま
し
て
受
け
継
が
れ
て
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い
る
と
い
い
ま
す
か
、
こ
れ
は
『
法
事
讃
』
に
こ
う
い
う
言
葉
で
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。

過
現
の
諸
仏
み
な
来
た
り
て
化
す
れ
ど
も
、
無
明
業
障
も
て
相
逢
わ
ず
。
慙
愧
す
。
（
真
聖
全
一
・
五
八
七
頁
）

と
、
や
は
り
自
ら
が
空
過
し
て
き
た
と
い
う
「
過
現
の
諸
仏
み
な
来
た
り
て
」
、
言
う
な
ら
ば
私
の
た
め
に
み
な
来
た
り
て
私
を
化
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
無
明
業

障
も
て
相
逢
わ
ず
。
慙
愧
す
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
『
法
事
讃
』
に
出
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
空
過
と
い
う
こ
と
は
、
空
過
し
て
い
る
も
の
に
空
過
の
意
識
は
な

い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
遇
い
難
く
し
て
遇
い
得
た
と
き
に
、
い
か
に
今
ま
で
空
し
く
過
ご
し
て
き
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
慙
愧
と
な
っ
て
自
覚
さ
れ
て
く
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
に
こ
の
言
葉
が
や
は
り
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
『
安
楽
集
』
の
言
葉
と
深
く
つ
な
が
る
心
だ
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

■

見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
人

そ
こ
に
言
葉
が
、
し
か
も
こ
れ
は
「
化
身
土
巻
」
の
引
文
が
あ
り
ま
す
。
『
真
宗
聖
典
』
三
五
七
頁
の
後
ろ
四
行
目
か
ら
い
わ
ゆ
る
『
大
智
度
論
』
の
四
依
の
文
が

引
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
。

無
仏
世
の
衆
生
を
、
仏
、
こ
れ
を
重
罪
と
し
た
ま
え
り
、
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
人
な
り
、
と
。
（
聖
典
三
五
八
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
文
面
だ
け
で
見
ま
す
と
、
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
た
ま
た
ま
生
ま
れ
た
世
が
無
仏
の
世

で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
を
お
ま
え
の
重
罪
だ
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
ま
た
こ
こ
で
「
重
罪
と
し
た
ま
え
り
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
。
「
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
人
な
り
」
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
見
仏
の
善
根
を
種
え
」
ず
と
い
う
、
こ
の
こ
と
が
じ
つ
は
善
導
大
師
が

『
法
事
讃
』
で
無
明
業
障
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
る
事
柄
の
具
体
的
な
す
が
た
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

■

『
御
文
』
の
無
明
業
障

こ
の
無
明
業
障
は
さ
ら
に
蓮
如
上
人
が
こ
の
言
葉
を
『
御
文
』
の
中
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
二
帖
目
の
十
三
通
の
後
半
で
す
。

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
、
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
『
御
文
』
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
五
帖
目
に
お
い
て
も
同
じ
言
葉
が
、
五
帖
目
の
十
二
通
（
『
真
宗
聖
典
』
八
三
九
頁
）

に
繰
り
返
し
引
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
五
帖
目
と
い
う
の
は
年
月
日
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
四
帖
目
ま
で
は
『
御
文
』
の
後
に
は
書
か
れ
た
年
月
日
が
記
さ
れ

て
あ
り
ま
す
が
、
五
帖
目
は
記
さ
れ
た
年
月
日
が
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
前
の
四
帖
は
そ
の
折
々
、
具
体
的
な
問
題
や
問
い
か
け
と
い
う
こ
と
に
対
し
て

お
書
き
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
五
帖
目
の
と
こ
ろ
で
は
一
切
、
年
月
日
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
そ
う
い
う
た
ん
に
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
は
な
い
で
す
が
、
特
に
や
は
り
真
宗
の
念

■ 見仏の善根を種えざる人



- 22 -

仏
者
と
し
て
根
本
的
と
い
い
ま
す
か
、
つ
ね
に
心
に
と
ど
め
る
べ
き
事
柄
が
『
御
文
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

に
改
め
て
同
じ
『
御
文
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
非
常
に
大
事
な
言
葉
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

■

お
そ
ろ
し
き
病

そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
「
お
そ
ろ
し
き
病
」
と
い
う
言
い
方
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
お
そ
ろ
し
き
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
や
は
り
一
つ
に
は
、
こ
の
こ
と
一
つ
に
お
い

て
す
べ
て
が
空
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
仏
法
の
は
た
ら
き
か
け
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
空
し
く
過
ご
し
て
き
て
い
る
あ
り
方
、
そ
の
こ
と
一
つ

に
お
い
て
す
べ
て
が
空
し
く
な
る
と
い
う
意
味
が
一
つ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
こ
そ
ひ
と
た
び
そ
の
病
に
罹
れ
ば
治
る
こ
と
が
な
い
、
不
治
の
病
と
い
う
恐
ろ
し
さ
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

無
明
業
障
と
い
う
事
実
か
ら
私
ど
も
が
超
え
出
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
そ
の
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
さ
が
罹
っ
て
い
る
本
人
は
一
向
に
意
識
が
な
い

と
。
言
う
な
ら
ば
自
覚
症
状
が
な
い
病
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
病
人
と
し
て
の
自
覚
症
状
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
い
、
も
う
一
つ
い
え
ば
逆
に
我
こ
そ
は
と

い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
蓮
如
さ
ん
の
言
葉
で
い
え
ば
「
仏
法
者
」
で
あ
り
ま
す
。
三
帖
目
の
十
二
通
目
（
聖
典
八
一
一
頁
）
で
あ
り
ま
す
ね
。

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
、
そ
の
勧
化
を
い
た
す
と
も
が
ら

の
な
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
。
（
聖
典
八
一
一
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
言
う
な
ら
ば
念
仏
の
ど
真
ん
中
に
あ
っ
て
、
念
仏
の
心
に
目
覚
め
て
い
な
い
で
す
ね
。

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
ば
仏
法
の
根
源
を
よ
く
し
り
が
お
の
体
に
し
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
。
（
同

頁
）

と
い
う
、
非
常
に
厳
し
い
言
葉
で
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
本
当
に
仏
に
遇
う
、
仏
恩
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
こ
そ
は
と
、
「
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
」
る
と
い
う
、
ま
さ
に
ま
さ
に
僧
伽
を
危
う
く
す
る
も
の
を
残
し
て
、
こ
う
い
う
仏
法
者
と
。

仏
法
者
と
い
う
言
葉
が
い
つ
も
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
『
御
文
』
の
中
で
も
必
ず
し
も
そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
は
注
意
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
こ
の
『
御
文
』
の
と
こ
ろ
で
非
常
に
厳
し
い
言
葉
を
も
っ
て
そ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
そ
う
い
う
姿
で
あ
り
ま
す
。
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
、
無
明
の
た
だ
中
と
言
い
ま
す
か
、
ま
さ
に
無
明
そ
の
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
も
の
に
無
明
の

自
覚
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
は
空
過
と
い
う
こ
と
も
浄
土
の
一
門
と
い
う
、
そ
の
一
門
に
お
い
て
は
じ
め
て
仏
教
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

講義 ２ （ 年６月 日）2004 14
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歓
喜
に
お
い
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
い
か
に
い
ま
ま
で
長
く
仏
縁
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
空
し
く
過
ご
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
深
く

悲
歎
さ
れ
、
慙
愧
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。

■

見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
人

そ
の
こ
と
と
「
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
人
」
、
そ
れ
が
蓮
如
上
人
の
い
わ
れ
る
仏
法
者
で
す
。
仏
法
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
し
か
も
、
「
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る

人
」
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
、
そ
こ
に
や
は
り
「
無
仏
世
の
衆
生
を
、
仏
、
こ
れ
を
重
罪
と
し
た
ま
え
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
ね
。

■

罪
と
は
責
任

こ
の
場
合
に
「
罪
」
と
い
う
言
葉
は
、
言
い
か
え
れ
ば
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
汝
自
身
の
責
任
で
あ
り
ま
す
。
我
が

身
の
事
実
、
つ
ま
り
無
明
、
そ
れ
は
頭
で
い
え
ば
、
た
ま
た
ま
生
ま
れ
た
と
き
が
無
仏
の
世
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
も
、
そ
の
身
の
事
実
の
ほ

か
に
わ
が
身
の
事
実
は
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
問
題
は
そ
の
身
の
事
実
に
ど
こ
ま
で
責
任
を
も
つ
の
か
。
慙
愧
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
そ
う
い
う
身
の
事

実
に
責
任
を
持
っ
た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
と
理
由
を
外
に
求
め
あ
げ
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
ま
さ
に
そ
の
事
実
の
ほ
か
に
わ
が
身
の
事
実
に
は
な
い
。
そ

の
身
の
事
実
を
深
く
、
そ
の
身
の
事
実
に
、
自
分
自
身
に
責
任
を
持
つ
。
い
つ
も
お
借
り
す
る
お
言
葉
で
い
え
ば
、
安
田
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
道
義
的
責
任
」
で

は
な
い
、
「
実
存
的
責
任
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
う
い
う
そ
こ
に
実
存
的
に
責
任
を
感
じ
る
と
い
う
、
こ
の
「
罪
」
と
い
う
言
葉
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
な
し
に
、
ど
れ
だ
け
い
ろ
ん
な
周
り
の
状
況
を
批
判
し
ま
し
て
も
、
結
局
そ
れ
は
暇
ご
と
と
い
い
ま
す
か
、
わ
が
身
を
離
れ

た
暇
ご
と
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

無
仏
世
と
は
自
己
の
身
の
事
実
と
し
て
受
け
と
め

そ
こ
に
無
仏
世
と
い
う
こ
と
を
外
な
る
現
実
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
ま
さ
し
く
自
己
の
身
の
事
実
と
し
て
受
け
と
め
て
い
く
言
葉
で
す
ね
。
そ
こ
に

罪
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

末
法
の
現
実
が
仏
説
と
し
て
説
か
れ
る

で
す
か
ら
こ
の
後
、
道
綽
禅
師
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
末
法
の
問
題
で
す
ね
。
『
真
宗
聖
典
』
三
五
九
頁
に
『
大
集
月
藏
経
』
を
あ
げ
て
、
五
百
年
の
末
法
史
観
が
あ

げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
末
法
史
観
と
い
う
こ
と
も
い
う
ま
で
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
た
ん
に
仏
在
世
の
と
き
か
ら
次
第
に
法
が
衰
滅
し
て
い
く
、
衰
え
滅

■ 見仏の善根を種えざる人
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ん
で
い
く
と
い
う
歴
史
的
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
こ
そ
人
間
が
人
間
の
業
障
性
が
そ
こ
に
深
く
見
つ
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
『
大
集
月
藏
経
』
の
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
末
法
と
い
う
現
実
が
仏
説
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
の
歴
史
的
な
現
実
を
お
さ
え
て
末
法
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
わ
け
で
な
く
て
、
末
法
と
い
う
現
実
が
こ
う
い
う
後
五
百
年
と
か
、
さ
ら
に
は
「
化

身
土
巻
」
だ
け
で
も
末
法
史
観
と
い
う
も
の
が
い
ろ
ん
な
経
典
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
も
そ
れ
が
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
典
に
説
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
ま
は
仏
自
身
が
自
ら
法
を
説
き
な

が
ら
、
し
か
も
末
法
の
到
来
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
つ
ま
り
人
間
の
無
明
業
障
性
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
真

実
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ひ
と
た
び
そ
れ
が
人
間
の
歴
史
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
衰
滅
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
。
衰
滅
さ
せ
る
も
の
は
人
間
の
無
明
業
障
性
で
す
。

そ
う
い
う
無
明
の
深
さ
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

い
の
ち
の
あ
り
よ
う
と
結
び
つ
く
無
明
性

無
明
業
障
と
い
う
、
こ
の
業
障
と
い
う
言
葉
を
講
録
な
ど
で
見
ま
す
と
、
「
障
害
と
な
る
悪
業
」
と
い
う
よ
う
な
見
方
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
ご
講
師
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
真
実
に
生
き
て
い
く
う
え
で
障
害
と
な
る
悪
業
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
業
障
と
い
う
の
は
い
の
ち
自
身
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
い
ま
す
か
、
私
の
い
の
ち
の
あ
り
よ
う
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
無
明
性
で
ご
ざ
い
ま
す
。
無
明
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
特
別
な
一
部
の
あ
り
方
そ
の
も

の
で
は
な
い
、
人
間
の
い
の
ち
の
営
み
と
い
う
も
の
。
無
明
の
い
の
ち
の
い
と
な
み
に
分
か
ち
が
た
く
根
づ
い
て
い
る
、
結
び
つ
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
問
題
で
あ
り

ま
す
ね
。
こ
の
『
御
文
』
で
た
と
え
ば
、
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
帖
目
の
十
三
通
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
「
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
」
と
い
う
言
葉

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
御
文
』
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
の
方
ほ
う
の
七
九
一
頁
の
後
ろ
か
ら
三
行
目
、

た
だ
わ
が
身
は
つ
み
ふ
か
き
あ
さ
ま
し
き
も
の
な
り
と
お
も
い
と
り
て
、
（
聖
典
七
九
一
頁
）

と
。
こ
の
「
あ
さ
ま
し
き
」
と
い
う
言
葉
は
、
私
が
お
会
い
し
た
、
か
つ
て
の
お
年
寄
り
の
方
々
が
よ
く
口
に
な
さ
っ
て
い
た
言
葉
で
す
ね
。
あ
さ
ま
し
い
も
の
だ
と

か
、
あ
さ
ま
し
う
て
と
か
、
よ
く
口
に
な
さ
い
ま
し
た
。
「
あ
さ
ま
し
う
て
」
と
い
う
、
あ
あ
い
う
言
葉
に
な
っ
て
出
て
く
る
よ
う
な
あ
り
よ
う
と
い
い
ま
す
か
、
無

明
業
障
と
い
う
と
特
別
な
言
葉
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
頭
を
も
た
げ
る
の
で
す
が
、
か
つ
て
そ
れ
こ
そ
自
ら
あ
さ
ま
し
き
も
の
で
と
、
こ
う
言
い
な
が
ら
生
き
て
い
か

れ
た
。
そ
う
い
う
心
と
な
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
が
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
に
目
覚
め
た
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
自
ら
の
責
任
と
い

い
ま
す
か
、
ま
さ
に
自
ら
の
責
任
と
し
て
そ
の
事
実
を
身
に
受
け
と
め
て
生
き
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
さ
ま
し
い
と
い
う
こ
と
は
今
日
の
私
ど
も
に
と
っ
て
は
あ
る
意
味
で
、
ま
っ
た
く
縁
遠
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
し
、
縁
遠
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
い
、
と
き
に
嫌

講義 ２ （ 年６月 日）2004 14
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悪
感
す
ら
浮
か
べ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
あ
ら
た
め
て
、
あ
さ
ま
し
い
こ
と
を
言
い
な
が
ら
生
き
て
い
か
れ
た
方
々
の
人
間
と
し
て
の
健
康
さ

と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。

■

無
明
と
は
何
で
も
知
っ
て
い
る
暗
さ

そ
れ
に
対
し
て
ま
さ
に
病
で
あ
り
ま
す
ね
。
無
明
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
藤
元
君
が
「
何
で
も
知
っ
て
い
る
暗
さ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
無
明

と
は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
で
も
わ
か
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
人
間
の
心
の
暗
さ
、
そ
れ
が
無
明
で
あ
り
ま
す
ね
。
何
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
い
ち
ば
ん
事
実
か
ら
遠
い
、
遠
く
な
っ
て
い
く
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
も
は
や
見
つ
め
直
そ
う
と
し
な
い
。
ま
さ
に
出
会
い
直
そ
う
と
し
な
い
。
わ
か
っ

た
こ
と
と
し
て
通
り
過
ぎ
て
い
く
、
見
過
ご
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
の
が
そ
れ
こ
そ
「
過
現
の
諸
仏
み
な
来
た
り
て
化
す
れ
ど
も
、
無
明
業
障
も
て
相
逢
わ
ず
」
と
い

う
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
現
実
を
引
き
起
こ
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
自
覚
を
離
れ
て
、
聖
道
浄
土
の
二
門
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
慙
愧
、
懺
悔
と
い
う
こ
と

を
離
れ
れ
ば
、
二
道
判
と
い
い
ま
し
て
も
、
結
局
、
自
分
の
思
い
を
も
っ
て
、
自
分
の
意
識
を
も
っ
て
仏
道
を
色
分
け
す
る
こ
と
と
区
別
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

■

無
明
に
立
つ
姿
を
像
法

そ
う
い
う
問
題
は
、
そ
し
て
ひ
と
た
び
そ
の
無
明
に
立
つ
、
そ
う
い
う
無
明
に
立
つ
姿
を
像
法
、
「
像
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
末
法
の
世
で
い
え
ば
、
「
像
は
似

な
り
」
と
定
義
さ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
仏
法
を
語
っ
て
お
り
、
仏
を
見
て
い
る
と
。
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
は
自
ら
の
思
い
に
お
い
て
語
り
似
て
い
る
。
そ
こ
に
ど

こ
ま
で
も
似
て
い
る
と
、
像
は
似
の
義
で
あ
り
で
あ
る
と
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
い
の
ち
は
受
け
と
め
ら
れ
な
く
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
で
す
ね
。
そ
の
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
も
の
は
や
は
り
、
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
ね
。
我
々
の
分
別
を
も
っ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
分
別
の
は
た
ら
き
が
無
明
と
い
う

言
葉
で
深
く
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ひ
と
た
び
そ
う
い
う
分
別
を
も
っ
て
と
ら
え
る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
末
法
の
現
実
に
至
る
。

■

像
末

親
鸞
聖
人
は
常
に
、
こ
れ
も
藤
元
君
が
か
つ
て
指
摘
し
て
く
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
像
末
と
い
う
言
葉
、
正
法
・
像
法
・
末
法
を
た
だ
三
つ
並

べ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
『
真
宗
聖
典
』
三
五
七
頁
に
、

浄
土
真
宗
は
、
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や
。
（
聖
典
三
五
七
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
」
と
、
「
像
末
」
と
あ
る
こ
と
を
非
常
に
注
意
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
や
は
り
像
法
と
末

■ 無明とは何でも知っている暗さ
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法
と
、
そ
の
表
わ
れ
て
い
る
姿
形
は
異
な
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
本
質
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
根
底
に
あ
る
心
は
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
見
て
お
ら

れ
る
と
。
ひ
と
た
び
像
の
あ
り
方
に
立
つ
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
末
法
を
到
来
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
や
は
り
「
業
障
の
お
そ
ろ

し
き
病
」
と
い
う
こ
と
が
言
い
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
を
こ
こ
に
ず
っ
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

■

悲
歎
に
立
っ
て
の
聖
道
浄
土
の
二
門
判

そ
う
い
う
悲
歎
に
立
っ
て
の
聖
道
浄
土
の
二
門
判
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
人
と
し
て
現
に
生
き
て
い
る
人
と

し
て
、
あ
る
人
の
事
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
仏
法
と
い
う
問
題
で
す
。
人
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
ま
で
な
っ
て
い
る
仏
法
、
そ
の
仏
法
と
い
う
も
の
を
、
や
は
り

人
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
に
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

集
と
い
う
形
式

道
綽
禅
師
が
『
安
楽
集
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
「
集
」
と
い
う
表
現
形
式
と
い
い
ま
す
か
、
本
の
あ
り
方
で
す
ね
。
こ
う
い
う
も
の
は

あ
ま
り
欧
米
に
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
や
は
り
い
か
に
自
説
を
主
張
す
る
と
い
い
ま
す
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
主
眼
、
ポ
イ
ン
ト
に
な

る
と
思
う
の
で
す
が
、
道
綽
禅
師
、
そ
し
て
そ
の
後
、
源
信
、
さ
ら
に
源
空
、
そ
し
て
親
鸞
と
、
こ
う
い
う
「
集
」
と
い
う
形
式
で
あ
り
ま
す
ね
。
文
字
通
り
経
典
や

よ
き
人
々
の
言
葉
を
集
め
る
。
そ
の
言
葉
を
集
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
書
か
れ
て
い
る
書
の
あ
り
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
こ
に
は
歴
史
と
い
い
ま
す
か
、
伝
統
。
曽
我
先
生
は
「
伝
統
と
己
証
」
と
。
ず
っ
と
七
祖
の
歴
史
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
そ
の
書
物
の
題
に
「
伝
統
と
己
証
」
と
い

う
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
伝
統
を
そ
の
身
に
受
け
と
め
て
い
く
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
伝
統
を
自
ら
の
生
き
て
い
る
時
代
社
会
の
中
に
お
い
て
、

こ
の
身
を
も
っ
て
生
き
る
と
。
ま
た
そ
う
い
う
世
界
を
開
い
て
い
く
か
た
ち
が
「
集
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。

あ
る
意
味
で
い
え
ば
書
く
こ
と
に
お
い
て
聞
く
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
書
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
聞
い
て
い
か
れ
た
。
ま
た
そ
う
い
う
姿
勢
が
そ
こ
に
は
思

わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
う
い
う
自
ら
が
仏
者
と
し
て
の
歩
み
に
深
い
伝
統
、
歴
史
を
感
じ
取
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
道
綽
に
お
け
ま
す
摂
論
宗
に
よ
る
念
仏
に
対
す
る
別
時

意
の
難
で
あ
り
ま
す
。
別
時
意
の
難
に
対
し
て
道
綽
は
「
隠
始
顕
終
、
没
因
談
果
」
と
い
う
言
葉
で
答
え
て
い
か
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
が
、
自
ら
の
い
ま
念
仏
の
法
に
会
い
え
て
い
る
こ
と
の
不
可
思
議
、
そ
こ
に
深
い
限
り
な
い
歴
史
の
う
な
が
し
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
な

か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
も
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
少
し
ま
た
明
日
、
話
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
四
日
）
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講
義
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宮
城
顗

講
述

■

末
法
と
末
代

親
鸞
聖
人
は
、
末
法
と
い
う
言
葉
も
も
ち
ろ
ん
お
使
い
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
末
代
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
を
『
教
行
信
証
』
の
中
で
は
よ
く
お
あ
げ
で
ご
ざ

い
ま
す
。
ま
あ
同
じ
こ
と
と
い
え
ば
同
じ
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
末
代
と
い
わ
れ
る
と
き
、
道
俗
と
い
う
言
葉
を
と
も
に
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
何
か
そ
こ

に
は
い
わ
ゆ
る
俗
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
こ
の
仏
法
と
い
う
こ
と
に
限
る
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ま
た
お
か
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
そ
こ
に
時
代
社
会
、

世
間
そ
の
も
の
が
こ
う
い
う
一
つ
の
あ
り
方
を
失
っ
て
い
く
。
人
間
社
会
そ
の
も
の
が
崩
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
末
代
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

人
間
社
会
そ
の
も
の
、
人
間
の
生
活
そ
の
も
の
の
崩
れ
去
る
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
、
ま
さ
し
く
い
ま
生
き
て
い
る
そ
の
現
実
と
い
う
も
の
を
末
代
の
事
実
と
し

て
、
い
た
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

重
罪
と
は
重
き
責
任

そ
れ
で
昨
日
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
こ
の
無
明
業
障
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
し
て
「
化
身
土
巻
」
に
あ
げ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
、
「
無
仏
世
の
衆
生
を
仏

こ
れ
を
重
罪
と
し
た
ま
え
り
」
（
聖
典
三
五
八
頁
）
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
重
き
罪
と
い
う
重
罪
と
い
う
言
葉
に
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
に
重
き

責
任
、
罪
と
い
う
言
葉
は
こ
の
場
合
に
は
責
任
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
お
さ
え
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
現
実
に
対
す
る
深
い

責
任
感
、
そ
の
事
実
と
い
う
も
の
を
深
い
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
感
じ
取
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
私
ど
も
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
責
任
感
と
い
う
も
の
が
常
に
責
任
感
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
事
実
に
身
を
す
え
る
と
言
う
こ
と
よ
り
も
、
次
々
起
こ
っ
て
く
る

問
題
の
や
は
り
対
策
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
問
題
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
、
そ
の
対
策
に
追
わ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
、
し
か
も
そ
の
対
策
に
追
わ
れ
る
と
い
う
か
た

ち
で
、
肝
心
の
そ
う
い
う
責
任
と
い
う
問
題
を
ど
こ
か
に
紛
ら
わ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
ず
っ
と
忘
れ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
が
、
藤
元
君
が
、
私
は
い
ち
お
う
教
壇
に
立
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
今
の
学
校
教
育
に
は
対
策
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
、
本
当
に
悲
し
み
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
、
ど
う
言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
、
釘
を
刺
す
よ
う
に
し
て
い
つ
も
よ
く
言
わ
れ
ま

し
た
。
ほ
ん
と
う
に
そ
の
悲
し
む
と
い
う
こ
と
抜
き
に
し
て
対
策
に
走
る
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
じ
つ
は
な
に
か
そ
の

問
題
を
横
あ
る
い
は
上
か
ら
見
る
と
い
い
ま
す
か
、
一
番
大
事
な
受
け
と
め
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
を
、
や
は
り
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

■ 末法と末代
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思
い
ま
し
た
。

■

無
様
な
姿
を
さ
ら
し
て
、
人
間
て
何
だ
と
問
う
て
い
る

ま
あ
こ
れ
も
い
ち
ば
ん
基
本
的
に
は
藤
元
君
の
言
葉
と
同
時
に
、
私
が
や
は
り
あ
の
梶
大
介
さ
ん
で
す
ね
。
山
谷
で
念
仏
の
僧
伽
を
と
生
涯
を
か
け
て
い
か
れ
た
あ

の
梶
大
介
さ
ん
の
言
葉
で
す
ね
、
そ
の
具
体
的
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
、
し
か
し
こ
の
山
谷
の
仲
間
が
こ
う
い
う
無
様
な
姿
を
さ
ら

し
て
、
人
間
て
何
だ
と
問
う
て
い
る
の
だ
と
。

そ
の
問
い
に
答
え
て
く
れ
と
、
そ
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
答
え
て
ほ
し
い
と
。
な
に
か
そ
う
い
う
状
況
に
た

い
し
て
手
伝
っ
て
や
ろ
う
と
、
山
谷
に
入
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
人
が
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
そ
の
人
の
場
で
、
人
間
て
何
な
の
だ
と
い
う
、
こ
の
山

谷
の
仲
間
が
こ
の
無
様
な
姿
を
さ
ら
し
て
と
、
し
か
し
そ
う
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。
そ
う
い
う
身
を
も
っ
て
問
う
て
い
る
、
そ
の
問
い
が
答
え
ら
れ
な

け
れ
ば
、
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
事
が
い
ち
お
う
収
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

な
に
か
そ
う
い
う
問
題
が
常
に
私
ど
も
の
場
合
は
そ
の
肝
心
要
の
、
言
う
な
ら
ば
末
代
の
現
実
に
身
を
す
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
も
ど
こ
か
で
ず
れ
て
い
く
。

ま
あ
逃
げ
て
い
く
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
に
か
そ
う
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

動
、
静
を
失
せ
ざ
る
こ
と

そ
れ
で
い
つ
も
く
り
返
し
お
伝
え
し
て
る
例
の
曇
鸞
大
師
の
菩
薩
と
し
て
の
歩
み
で
す
ね
。
二
九
五
頁
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
二
行
目
か
ら

し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
智
慧
と
方
便
と
相
縁
じ
て
動
じ
、
相
縁
じ
て
静
な
り
。
動
、
静
を
失
せ
ざ
る
こ
と
は
智
慧
の
功
な
り
。
静
、
動
を
廃
せ
ざ
る
こ
と
は
方
便

の
力
な
り
。
（
聖
典
二
九
五
頁
）

と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も
動
じ
て
い
っ
て
、
し
か
も
静
を
失
わ
な
い
。
深
く
そ
の
静
に
身
を
す
え
な
が
ら
現
実
へ
の
は
た
ら
き
か
け
で
す

ね
。
動
を
廃
さ
な
い
と
い
う
、
こ
の
静
と
動
と
い
う
。
そ
れ
で
、
そ
の
静
と
い
う
言
葉
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
老
子
の
言
葉
に
「
根
に
か
え
る
を
静
と
言
う
」
と
あ
り

ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
私
ど
も
の
場
合
に
、
そ
う
い
う
動
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
根
を
い
よ
い
よ
見
失
っ
て
い
く
と
い
う
と
い
い
ま
す
か
、
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
常
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ほ
ん
と
う
に
こ
う
い
う
事
実
に
身
が
す
え
ら
れ
る
か
、
身
を
す
え
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
え
た
つ
も
り
が
浮
つ
い
て
い
る
の
が
常
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
そ
こ
に
ま
で
身
を
す
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
の
場
合
に
は
ま
こ
と
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
問
題
が
い
つ
も
流
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
こ
に
や
は
り
私
ど
も
に
と
っ
て
は
、
私
ど
も
に
先
立
っ
て
そ
の
事
実
に
身
を
す
え
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
、
そ
の
人
々
の
歩
み
に
促
さ
れ
、
呼
び
戻
さ
れ
し
な
が
ら
、

わ
ず
か
に
そ
の
真
に
身
を
す
え
る
べ
き
と
こ
ろ
を
ふ
り
返
ら
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
何
か
こ
う
い
う
七
祖
の
伝
統
と
い
う
の
も
、
決
し
て
た
だ
す
ば
ら
し
い
法
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
さ
に
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
社
会
の
事
実
に
身
を
す
え
て
問
い
尋
ね
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
の
歴
史
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
い
う
な
ら
ば
そ
う
い
う
深
淵
と
い
う
も
の
を

く
ぐ
っ
て
し
か
も
そ
こ
に
確
か
な
歩
み
を
を
歩
み
続
け
て
お
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
ま
さ
し
く
具
体
的
な
人
の
姿
が
私
を
呼
び
返
す
と
、
い
わ
ゆ
る
良
き
人
の
仰
せ
と
い
い
ま
し
て
も
、
や
は
り
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
聞
こ
え
て
く

る
呼
び
か
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
身
そ
の
も
の
、
存
在
の
事
実
そ
の
も
の
が
大
き
な
呼
び
か
け
と
な
っ
て
私
の
上
に
は
た
ら
く
の
で
す
。
私
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
や
は

り
そ
う
い
う
具
体
的
な
人
に
ま
で
な
っ
て
い
る
道
、
人
に
ま
で
な
っ
て
い
る
法
、
そ
う
い
う
こ
と
な
し
に
法
に
向
か
い
合
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
。

■

末
法
史
観
と
は
歴
史
に
関
す
る
死
の
思
想
の
お
さ
え
方

そ
こ
に
そ
う
い
う
人
々
、
と
く
に
こ
う
い
う
末
代
の
認
識
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ま
ぁ
ご
承
知
の
よ
う
に
三
木
清
と
い
う
獄
死
さ
れ
た
方
で
す
が
、
あ
の
方
が
い
わ

ゆ
る
末
法
史
観
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
末
法
史
観
と
い
う
も
の
を
歴
史
に
関
す
る
死
の
思
想
と
い
う
お
さ
え
方
で
お
さ
え
て
お
ら

れ
ま
す
ね
。
歴
史
に
関
す
る
死
の
思
想､

死
を
現
在
に
自
覚
し
、
い
か
に
こ
れ
に
処
す
べ
き
か
、
そ
の
死
を
現
在
に
自
覚
し
、
死
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
そ
の
時

は
じ
め
て
そ
う
い
う
自
覚
が
人
生
の
全
体
を
受
け
と
め
、
自
覚
す
る
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
と
。
私
ど
も
の
営
み
の
死
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
私
ど
も
の
歴
史
的

な
そ
の
営
み
の
死
と
い
う
も
の
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
改
め
て
何
を
し
て
い
る
の
か
、
し
か
も
そ
う
い
う
死
を
受
け
と
め
、
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
生

の
歩
み
と
い
う
も
の
を
全
体
と
し
、
そ
し
て
ま
た
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
と
し
て
「
歴
史
に
関
す
る
死
の
思
想
」
と
い
う
言
葉
で
お
っ
し
ゃ

っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
ま
あ
ち
ょ
っ
と
横
へ
い
き
ま
す
が
、
よ
く
ご
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ご
承
知
で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
恩
地
日
出
夫
と
い
う
映
画

監
督
が
こ
ん
ど
「
蕨
野
行
（
わ
ら
び
の
こ
う
）
」
と
い
う
映
画
を
撮
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
、
見
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
東
北
地
方
の
棄

老
伝
説
で
が
ざ
い
ま
す
ね
。
棄
老
伝
説
と
し
て
は
例
の
楢
山
節
考
と
い
う
の
が
有
名
で
も
あ
り
ま
す
し
、
映
画
も
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
映
画
化
も
さ
れ
て
お
り

ま
す
ね
。
楢
山
節
考
は
山
に
捨
て
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
老
婆
が
自
ら
子
ど
も
を
叱
り
つ
け
な
が
ら
山
に
は
い
っ
て
い
く
、
山
に
連
れ
て
行
か
せ
る
と
い
う
か
た
ち

で
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
蕨
野
行
は
文
字
通
り
野
原
で
す
ね
。
蕨
野
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
凶
作
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
兆
候
が
現
れ
て
く
る
と
、
六

十
歳
以
上
の
年
寄
り
が
自
ら
家
を
出
て
そ
の
蕨
野
に
入
っ
て
い
く
、
蕨
野
で
は
耕
作
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
近
く
の
人
の
家
の
仕
事
を
手
伝
わ
せ
て
も
ら

■ 末法史観とは歴史に関する死の思想のおさえ方
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っ
て
少
し
の
食
べ
物
を
も
ら
う
と
、
動
か
れ
な
く
な
る
と
も
う
そ
の
ま
ま
死
を
待
つ
と
い
う
姿
で
、
ず
っ
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。

■

「
死
ぬ
ま
で
き
ち
ん
と
生
き
る
っ
て
こ
と
な
の
よ
ね
」

で
、
そ
の
主
演
を
し
た
市
原
悦
子
と
い
う
俳
優
が
、
映
画
に
出
て
の
あ
と
の
感
想
の
な
か
で
、
「
死
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
死
ぬ
ま
で
き
ち
ん
と
生
き
る
っ

て
こ
と
な
の
よ
ね
」
と
い
う
こ
と
を
市
原
さ
ん
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
死
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
死
ぬ
と
き
ま
で
き
ち
ん
と
生
き
る
っ
て
い

う
こ
と
な
の
よ
ね
と
い
う
こ
と
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
話
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
自
ら
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
だ
か
ら
こ

そ
死
ぬ
ま
で
き
ち
ん
と
生
き
る
と
い
う
、
き
ち
ん
と
と
い
う
言
葉
で
ど
う
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
の
か
で
す
ね
。
ま
あ
市
原
さ
ん
が
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と

さ
れ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
何
か
そ
の
時
そ
の
時
の
現
象
に
流
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
な
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

あ
る
い
は
人
間
と
し
て
生
き
る
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
後
ま
で
問
い
続
け
て
生
き
る
。
な
に
か
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
く
る
と
思
う
の
で

す
。ま

あ
そ
こ
に
そ
う
い
う
、
で
す
か
ら
末
代
の
自
覚
、
あ
る
い
は
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
曇
鸞
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
自
覚
を
と
お
し

て
、
そ
れ
こ
そ
死
を
生
き
て
い
け
る
世
界
、
死
を
受
け
入
れ
て
い
け
る
世
界
へ
の
転
機
と
い
い
ま
す
か
、
何
か
そ
う
い
う
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
か
れ
た
、
何
か
私
に

は
蓮
如
上
人
の
後
生
の
一
大
事
と
い
う
、
後
生
と
い
う
言
い
方
も
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
自
ら
の
死
を
受
け
入
れ
る
、
そ
の
死
を
受
け
入
れ
た
と
こ

ろ
に
お
い
て
、
何
の
た
め
の
人
生
な
の
か
。
何
を
も
っ
て
人
間
と
名
告
る
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
あ
あ
い
う
後
生
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
そ
こ
に
は
、
私
ど
も
の
死
ぬ
と

い
う
そ
の
事
実
が
受
け
と
め
ら
れ
超
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
道
を
歩
ま
れ
た
な
か
で
、
一
つ
の
念
仏
の
歴
史
に
出
遇
っ
て
行
か
れ
た
人
々
の
名
が
、
七
祖
と
し
て
親
鸞
聖
人
は
出
遇
っ
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
七
祖
の
歴
史
と
い
う
こ
と
、
そ
の
末
代
の
自
覚
を
と
お
し
て
そ
こ
に
帰
す
べ
き
世
界
、
そ
し
て
帰
す
べ
き
世
界
を
生
き
た
人
々
の
歴
史
に
出
遇
っ
て
い
か
れ

た
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

■

隠
始
顕
終
没
因
談
果

で
、
昨
日
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
道
綽
禅
師
の
「
隠

始
顕

終
、
没

因
談

果
」
の
言
葉
が
も
っ
て
お
り
ま
す
意
義
で
す
ね
。
こ
れ
は
摂
論
宗
の
別
時

レ

レ

レ

レ

シ
テ

ヲ

シ

ヲ

シ
テ

ヲ

ズ

ル

ヲ

ヲ

意
の
難
に
答
え
る
言
葉
と
し
て
そ
こ
に
、
こ
れ
は
引
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
す
ね
、
『
安
楽
集
』
の
第
二
大
門
の
と
こ
ろ
に
別
時
意
趣
で
す
ね
。
別
時
意
の
難
と
し
て

お
り
ま
す
ね
。
臨
終
の
十
念
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
往
生
を
得
る
と
い
う
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
臨
終
の
十
念
は
た
だ
往
生
の
因
を
つ
く
る
こ
と
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を
得
る
も
の
、
未
だ
す
な
わ
ち
生
を
得
る
に
あ
ら
ず
。

つ
ま
り
そ
れ
は
一
金
銭
ず
、
毎
日
一
銭
ず
つ
貯
め
て
い
っ
て
、
そ
れ
が
千
金
銭
に
な
っ
た
と
き
に
、
ま
あ
な
に
か
か
う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
一
銭
だ
け
で
す
ぐ

に
買
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
銭
ず
つ
貯
め
て
い
っ
て
千
金
銭
に
な
っ
た
と
き
に
よ
う
や
く
望
み
を
果
た
す
の
で
あ
っ
て
、
臨
終
の
十
念
勧
め
ら
れ
る
の
は
一
金
銭
に

過
ぎ
な
い
と
。
で
、
は
じ
め
か
ら
千
金
銭
が
貯
ま
っ
て
か
ら
と
言
っ
て
お
っ
た
ら
、
だ
れ
も
念
仏
を
す
る
者
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
で
臨
終
の
十
念
と
い

っ
て
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
は
千
金
銭
が
貯
ま
っ
て
は
じ
め
て
往
生
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、
臨
終
の
十
念
で
た
だ
ち
に
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
、

こ
う
い
う
こ
と
を
摂
論
宗
の
人
々
が
い
わ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
た
め
に
そ
れ
ま
で
国
に
満
ち
て
い
た
念
仏
の
声
が
こ
の
道
綽
禅
師
、
善
導
大
師
の
時
代
に
ぱ
た
っ
と
念
仏
の
声
が
止
ん
だ
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
影
響
と
い

い
ま
す
か
、
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
道
綽
、
善
導
は
そ
の
摂
論
宗
の
別
時
意
の
難
と
い
う
、
批
難
と
い
い
ま
す
か
、
別
時
意
の
説
に
応
え
て
念

レ

レ

仏
の
心
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
力
を
注
が
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
道
綽
禅
師
が
お
し
ゃ
っ
た
の
が
、
こ
の
「
隠

始
顕

シ
テ

ヲ

シ

終
、
没

因
談

果
、
名

作

別
時
意
語

。
何
以
得

知

但
使

十
念
成
就

皆
有

過
去
因

。
」
（
真
聖
全
一
・
三
九
八
頁
）
で
あ
り
ま
す
。

レ

レ

二

一

レ

下

二

一

中

上

ヲ

シ
テ

ヲ

ズ

ル

ヲ

ヲ

ケ

テ

ス

ノ

ト

ヲ

テ

ル
ヤ

ル
コ
ト
ヲ

ム
ル
コ
ト
ハ

セ

ル
コ
ト
ヲ

ノ

ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
、
う
ま
い
こ
と
い
う
も
の
だ
な
と
感
心
い
た
し
ま
す
ね
。
つ
ま
り
臨
終
の
十
念
を
称
え
る
と
、
そ
の
臨
終
十
念
と
い
う
の
は
じ
つ
は
今
は
じ

め
て
十
念
を
ポ
ッ
と
称
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
。
そ
の
臨
終
に
十
念
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
私
の
上
に
起
こ
っ
て
く
る
の
は
、
じ
つ
は
そ
こ
に
限
り
な

い
歴
史
、
念
仏
と
共
に
生
き
た
人
び
と
の
歴
史
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
と
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
十
念
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
私
の
上
に
い
ま
起
こ
っ
て
い
る
と
。
で
す

か
ら
そ
の
十
念
の
念
仏
を
取
り
上
げ
て
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
だ
け
を
ま
え
に
だ
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
永
い
歴
史
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
。
は
じ
め

を
隠
し
て
終
わ
り
を
顕
す
、
終
わ
り
と
い
う
の
は
臨
終
の
十
念
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
れ
で
、
は
じ
め
は
そ
れ
は
何
時
と
も
し
れ
な
い
こ
の
私
に
ま
で
至
り
届
い
た
念
仏
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
ま
あ
因
を
隠
し
て
、
没
し
て
で
す
ね
、
そ

の
果
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
道
綽
は
応
え
た
わ
け
で
す
ね
。

ま
あ
そ
の
摂
論
宗
の
問
い
に
は
同
時
に
念
仏
と
い
う
の
は
願
の
表
明
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
行
で
は
な
い
、
そ
の
願
は
確
か
に
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
願
に
生
き
る

と
い
う
姿
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
行
は
な
い
、
「
唯
願
無
行
」
と
い
う
、
願
の
み
に
し
て
行
な
し
と
い
う
唯
願
無
行
と
い
う
批
判
も
あ
る
わ
け
で
す
。

■

善
導
は
願
行
具
足

そ
れ
に
対
し
て
善
導
大
師
は
「
願
行
具
足
」
と
。
念
仏
に
は
願
と
行
が
具
足
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
願
行
具
足
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
別
時
意
の
難
に
応
え
ら
れ
た
。

こ
れ
は
六
字
釈
の
展
開
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
つ
ま
り
私
の
思
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と

■ 善導は願行具足



- 32 -

が
、
も
し
歴
史
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
状
況
に
な
ろ
う
と
念
仏
と
な
っ
て
出
て
く
る
は
ず
が
な
い
の
だ
と
、
我
々
が
そ
の
歴
史
の
な
か
に
育
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
あ
お
も
し
ろ
く
て
、
い
つ
も
ご
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
が
、
例
の
遠
藤
周
作
さ
ん
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
方
で
す
か
ら
、
な
ん
か
よ
く
異
様
な
雰
囲
気
を
感

ず
る
と
い
う
こ
と
が
お
あ
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
講
演
旅
行
に
よ
く
仲
間
の
作
家
と
講
演
に
行
か
れ
て
、
な
に
か
箱
根
に
二
人
で
泊
ま
ら
れ
た
と
き
に
、
途
中
で
も

の
の
気
配
を
二
人
と
も
感
じ
て
、
慌
て
て
宿
ま
で
逃
げ
て
か
え
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

宿
ま
で
逃
げ
て
帰
っ
て
か
ら
、
連
れ
の
作
家
の
安
岡
章
太
郎
が
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
遠
藤
さ
ん
が
「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
と
い
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。
そ
こ
で
お
か
し
い
、
お
前
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
の
か
と
。
何
で
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
と
い
う
の
だ
と
言
っ
た
ら
。
そ
の
と
き
は
な
ん
か
怖
い
顔
し
て
睨
み

つ
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
ん
ど
は
も
う
一
回
、
こ
れ
は
ま
た
三
浦
朱
門
さ
ん
と
一
緒
に
泊
ま
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
時
も
二
人
共
が
同
じ
時
刻
に
ガ
バ
ッ
と
寝

床
か
ら
起
き
上
が
っ
て
、
何
か
気
配
を
感
じ
た
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
で
、
二
人
と
も
ガ
バ
ッ
と
起
き
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
気
が
つ
い
た
ら
遠
藤
さ
ん
が
ナ

ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ

ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
と
い
っ
て
、
こ
ん
ど
は
三
浦
朱
門
で
す
か
ら
、
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
す
か
ら
ね
。
「
君
は
何
を
い
っ
と
る
の
だ
と
、
せ
め
て

耶
蘇
さ
ま
と
か
何
で
ア
ー
メ
ン
と
か
い
わ
ん
の
だ
と
」
と
、
こ
う
い
っ
た
そ
う
で
す
、
そ
う
し
た
ら
遠
藤
さ
ん
は
「
馬
鹿
を
言
え
、
こ
こ
は
日
本
だ
。
日
本
の
幽
霊
に

ア
ー
メ
ン
が
効
く
か
」
と
、
答
え
た
と
言
う
、
遠
藤
さ
ん
ら
し
い
と
言
い
ま
す
か
ね
。

だ
け
ど
あ
る
意
味
で
は
そ
う
い
う
そ
の
歴
史
で
す
ね
。
そ
う
い
う
私
た
ち
が
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
手
を
合
わ
し
て
い
る
と
い
う
そ
こ
に
も
、
や
は
り
ず
っ
と
手
を
合

わ
し
て
き
た
人
々
の
歴
史
、
そ
の
歴
史
の
な
か
に
育
ま
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
や
は
り
気
が
つ
い
て
み
た
ら
手
を
合
わ
し
て
い
る
、
念
仏
申
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

私
の
上
に
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
間
違
え
て
も
十
字
は
切
ら
ん
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
や
は
り
「
隠
始
顕
終
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
み
ま

せ
ん
け
ど
も
、
し
か
し
具
体
的
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
私
ど
も
は
そ
う
い
う
歴
史
の
な
か
に
育
ま
れ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
私
の
上
に
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

そ
し
て
気
が
つ
い
た
ら
念
仏
し
て
い
る
自
分
に
驚
く
。
そ
し
て
そ
の
念
仏
申
し
て
い
る
自
分
の
心
を
そ
こ
か
ら
尋
ね
て
い
く
、
そ
う
い
う
念
仏
申
し
て
い
る
自
分
を
尋

ね
て
い
く
と
い
う
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
念
仏
に
生
き
た
人
々
の
歴
史
に
出
会
い
な
お
し
て
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
始
ま
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

な
に
か
そ
う
い
う
道
綽
禅
師
が
「
隠
始
顕
終
没
因
談
果
」
と
い
う
言
葉
で
言
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
念
仏
者
の
歴
史
、
言
い
か
え
れ
ば

伝
統
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
伝
統
と
な
り
、
歴
史
と
な
っ
て
私
の
う
え
に
ま
で
念
仏
の
法
が
成
就
し
て
き
て
い
る
、
そ
こ
に
大
行
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
念
仏

の
大
行
と
い
う
の
は
、
念
仏
と
な
っ
て
私
の
う
え
に
ま
で
及
ん
で
い
る
法
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
の
歴
史
を
大
行
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
摂
論
宗

の
人
々
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
個
人
の
個
人
的
な
念
仏
の
行
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
で
個
人
の
個
人
的
な
行
と
し
て
の
念
仏
な
ら
ば
臨
終
の
十
念
く
ら
い
で
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
一
回
そ
の
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
臨
終
の
十
念
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
こ
そ
始
め
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
永

講義 ３ （ 年６月 日）2004 15
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い
歴
史
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
の
不
思
議
を
押
さ
え
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

■

好
堅
樹
の
譬
え

こ
の
臨
終
の
十
念
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
も
う
一
つ
い
え
ば
、
た
だ
一
た
び
の
念
仏
で
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
は
こ
の
始
め
も
わ
か
ら
な
い
長
い
歴
史
が
あ
る
の

だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
ま
あ
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
に
出
て
き
ま
す
譬
え
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
こ
れ
も
よ
く
見
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
善
性
本
の
ほ
う
の

御
消
息
は
聖
典
の
五
八
六
頁
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
小
さ
な
字
で
添
え
状
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
そ
の
十
行
目
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
、

曇
鸞
の
『
註
』
に
い
は
く
、
「
樹
あ
り
、
好
堅
樹
と
い
ふ
。
こ
の
木
、
地
の
底
に
百
年
わ
だ
か
ま
り
い
て
、
お
う
る
と
き
一
日
に
百
丈
お
い
候
う
」
な
る
ぞ
。

（
聖
典
五
八
六
頁
）

と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
の
『
論
註
』
の
そ
の
も
の
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
お
り
ま
す
が
。
二
八
七
頁
の
二
行
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
仏
法
最
不
可
思

議
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
の
次
に
、

譬
え
ば
樹
あ
り
、
名
づ
け
て
好
堅
と
曰
う
。
こ
の
樹
、
地
よ
り
生
じ
て
百
歳
な
ら
ん
。
い
ま
し
具
に
一
日
に
長
高
な
る
こ
と
百
丈
な
る
が
ご
と
し
。
日
日
に
か
く

の
ご
と
し
。
百
歳
の
長
を
計
る
に
、
あ
に
修
松
に
類
せ
ん
や
。
松
の
生
長
す
る
を
見
る
に
、
日
に
寸
を
過
ぎ
ず
。
か
の
好
堅
を
聞
き
て
、
何
ぞ
よ
く
即
日
を
疑
わ

ざ
ら
ん
。
（
聖
典
二
八
七
頁
）

と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
と
し
て
出
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
『
論
註
』
の
こ
の
文
に
即
し
て
い
え
ば
、
「
こ
の
樹
、
地
よ
り
生
じ
て
百
歳
な
ら
ん
」
と

い
う
、
こ
の
言
葉
は
普
通
に
読
め
ば
、
大
地
か
ら
芽
を
出
し
て
も
う
百
年
経
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
読
ま
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
御
消
息
に
引
か
れ
て

い
る
方
ほ
う
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
百
年
は
地
の
底
に
わ
だ
か
ま
り
い
た
百
年
間
と
言
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
地
の
底
に
わ
だ
か
ま
り
い

る
と
い
う
、
ま
あ
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
。
い
ろ
ん
な
複
雑
な
感
情
を
心
に
も
っ
て
、
心
が
つ
っ
か
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
わ
だ
か
ま
る
と
い
う
言
葉
と

し
て
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
や
は
り
そ
こ
に
地
の
底
で
い
う
な
れ
ば
、
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
、
と
ぐ
ろ
を
巻
く
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
そ
こ
に

絡
み
つ
き
纏
い
つ
い
て
、
し
か
も
根
を
張
っ
て
い
る
。
そ
の
百
年
の
地
底
の
い
の
ち
と
が
ひ
と
た
び
地
上
に
芽
を
吹
き
出
す
と
、
一
挙
に
育
っ
て
い
く
と
い
う
、
底
そ

こ
に
一
日
に
百
丈
と
い
う
よ
う
に
お
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
何
か
そ
う
い
う
言
葉
で
ひ
と
た
び
の
目
覚
め
が
い
か
に
多
く
の
歴
史
、
地
の
底
の
わ
だ

か
ま
り
と
い
う
も
の
を
く
ぐ
っ
て
い
る
の
か
。

あ
る
意
味
で
い
え
ば
、
七
高
僧
と
い
う
の
は
地
の
底
の
深
さ
を
尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ
に
出
遇
わ
れ
た
光
の
輝
き
を
顕
か

に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
う
の
で
す
。

■ 好堅樹の譬え
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何
か
こ
う
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
ご
承
知
の
千
年
の
暗
室
と
い
う
譬
え
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
千
年
間
闇
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
部
屋
に
ひ
と
た
び
光
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
、
闇
が
俺
は
千
年
間
支
配
し
て
お
っ
た
の
だ
と
、
お
ま
え
は
今
来
た
ば
か
り
で
は
な
い
か
と
、
お
ま
え
な
ん
か
に
譲
る
か
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す

ね
。
一
瞬
の
光
が
千
年
の
闇
を
払
う
。
ま
あ
こ
う
い
う
譬
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
ま
っ
た
く
逆
な
面
か
ら
の
譬
え
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
た
び
の
目
覚
め
に
は
や
は
り
千
年
の
闇
の
歴
史
が
、
や
は
り
開
か
れ
て
く

る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

呼
応
と
は
二
つ
の
深
淵
が
響
き
合
う

そ
れ
で
藤
元
君
の
文
章
の
な
か
に
こ
う
い
う
文
章
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

呼
応
は
た
ん
な
る
汝
と
私
と
の
遭
遇
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
二
つ
の
深
淵
が
響
き
合
う
と
い
う
こ
と
。
宗
教
的
決
断
は
こ
の
よ
う
に
光
明
無
量
の
深
淵
と

無
明
黒
闇
の
深
淵
を
覚
知
す
る
と
こ
ろ
に
う
ま
れ
る
。
光
明
無
量
の
深
淵
を
包
み
込
ん
だ
無
明
黒
闇
の
深
淵
、
そ
れ
か
ら
無
明
黒
闇
の
深
淵
を
包
み
込
ん
だ
光
明

無
量
の
深
淵
。
お
互
い
に
あ
い
他
を
包
み
込
ん
で
い
る
深
淵
、
自
覚
は
こ
の
二
つ
の
深
淵
を
覚
知
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
覚
り
し
る
、
覚
知
す
る
こ
と
に
お

い
て
の
み
自
覚
た
り
う
る
。

と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
藤
元
君
が
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
深
淵
と
深
淵
の
響
き
合
い
呼
応
で
す
か
ら
、
ま
あ
そ
う
い
う
も
の
を
そ
れ
こ
そ
教
学
の
言
葉
に
し
て

し
ま
い
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
と
法
の
深
信
の
二
種
深
信
と
し
て
の
目
覚
め
と
い
う
言
葉
で
い
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
そ
う
い
う
言
葉
で
蓋
を
し
て

し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
一
つ
の
重
さ
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
身
を
も
っ
て
感
ず
る
深
さ
の
自
覚
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
深
さ
と
い
う
こ
と
で
い
っ
て
い
る
の
は
、

深
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
底
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
が
ど
ん
底
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
さ
ら
に
そ

の
下
に
深
淵
が
開
い
て
い
る
。

■

無
底
の
深
さ

人
間
と
い
う
も
の
を
尽
く
し
た
と
思
っ
て
い
る
底
に
、
な
お
大
き
な
思
い
込
み
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
な
に
か
そ
う
い
う
無
底
の
深
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
底
の
な

い
深
さ
が
、
そ
こ
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
出
遇
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
一
瞬
の
出
遇
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
出
遇
い
は
ま
さ

に
一
瞬
に
出
遇
う
の
で
す
。
し
か
も
そ
の
一
瞬
は
そ
れ
こ
そ
底
無
き
深
さ
を
も
っ
た
世
界
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

で
、
そ
う
い
う
歴
史
に
お
い
て
う
な
ず
き
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
ま
あ
こ
こ
に
こ
う
し
て
こ
う
い
う
場
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
不
可
思
議
で
ご

ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
こ
の
よ
う
に
永
く
保
た
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
不
可
思
議
で
す
。
そ
う
い
う
事
実
を
支
え
て
き
て
い
る
も
の
は
、
そ
こ
に
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限
り
な
い
や
は
り
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
顔
を
見
せ
て
お
ら
れ
な
い
無
数
の
人
々
、
無
数
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
限
る
こ
と
の
で
き
な
い

人
々
の
や
は
り
支
え
の
歴
史
で
し
ょ
う
ね
。
歴
史
と
い
う
こ
と
で
は
ま
た
何
か
こ
ち
ら
の
京
都
で
は
、
寺
に
帰
り
ま
し
た
ら
天
平
の
甍
の
芝
居
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
思
い
だ
し
た
の
で
す
が
。

■

天
平
の
甍

あ
の
天
平
の
甍
は
、
鑑
真
和
上
を
日
本
に
招
聘
し
た
留
学
僧
の
物
語
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
は
日
本
に
多
く
の
経
典
、
そ
し
て
戒
律
を
伝
え
る
た
め
に
当
時
命

が
け
の
航
海
を
し
て
、
唐
に
渡
り
唐
に
学
び
、
そ
し
て
唐
の
あ
る
意
味
で
国
の
法
を
破
っ
て
ま
で
し
て
鑑
真
和
上
を
連
れ
て
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
鑑
真
和
上
は
何
度
も

船
を
出
し
な
が
ら
難
破
し
て
は
元
に
戻
さ
れ
、
つ
い
に
失
明
ま
で
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
、
そ
れ
で
も
ひ
と
た
び
行
く
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
貫
い

て
日
本
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
あ
そ
う
い
う
歴
史
を
留
学
僧
四
人
ほ
ど
の
人
物
を
と
お
し
て
井
上
さ
ん
が
描
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
初
め
て
非
常
に
読
ん
だ
と
き
強
い

印
象
を
も
ら
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
と
く
に
そ
の
中
で
こ
の
ご
う
の
と
い
う
人
で
す
か
ね
、
こ
の
人
は
活
躍
し
た
四
人
の
留
学
僧
が
行
く
前
に
す
で
に
唐
に
留
学
し

て
い
て
、
そ
し
て
唐
で
仏
道
修
業
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
そ
れ
こ
そ
分
限
、
限
界
を
知
っ
て
、
こ
ん
ど
は
ひ
た
す
ら
写
経
、
経
典
を
写
す
、
た
だ
ひ
た
す
ら
来

る
日
も
来
る
日
も
経
典
を
写
す
。
ま
あ
こ
れ
も
経
典
一
冊
が
大
変
な
努
力
で
伝
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
や
っ
ぱ
り
コ
ピ
ー
な
ん
か
で
き
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
も
、
よ
く
こ
れ
は
私
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
な
ー
と
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
目
を
通
す
の
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
と
す
ぐ
わ
か
る
そ
う
で

す
ね
。
こ
こ
と
ぱ
っ
と
わ
か
っ
て
す
ぐ
に
教
え
て
く
だ
さ
る
。
あ
り
が
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
こ
そ
逍
遥
が
な
い
の
で
す
よ
ね
。
そ
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
が
、
こ
れ
を

探
し
て
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
て
い
る
と
思
わ
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
は
余
計
で
す
け

れ
ど
も
。

そ
う
い
う
写
経
に
生
涯
を
か
け
る
、
そ
し
て
万
巻
の
経
典
を
も
っ
て
そ
の
主
人
公
た
ち
と
日
本
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
れ
も
危
険
を
考
慮
し
て
大
使
が
乗
っ
て
い
る
い

ち
ば
ん
頑
丈
な
大
き
な
船
に
乗
せ
ろ
と
い
っ
て
、
断
固
と
し
て
そ
の
船
に
乗
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
そ
の
船
が
沈
む
の
で
す
ね
。
そ
れ

は
そ
の
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
長
い
年
月
を
か
け
て
書
き
写
し
た
そ
の
経
典
が
き
ら
き
ら
と
沈
ん
で
い
く
と
い
う
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
何
と
も
い
え
な

い
思
い
を
そ
こ
に
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
歴
史
と
い
う
と
き
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。

お
も
て
に
名
前
が
出
て
く
る
人
々
で
綴
ら
れ
る
歴
史
だ
け
で
は
、
け
っ
し
て
歴
史
に
な
ら
な
い
わ
け
で
し
て
、
そ
の
背
後
に
生
涯
か
け
て
し
た
こ
と
す
べ
て
虚
し
く

な
っ
て
い
く
、
海
底
に
沈
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
そ
の
人
の
生
涯
は
何
に
も
な
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

何
に
も
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
人
の
そ
う
い
う
情
熱
が
、
や
は
り
そ
の
主
人
公
た
ち
に
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
姿
勢
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
ま
い
り
ま

■ 天平の甍
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す
し
、
何
か
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
姿
で
も
力
の
集
い
が
歴
史
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
っ
て
そ
こ
に
初
め
て
出
遇
い
と
い
う
こ
と

も
私
の
上
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

法
然
上
人
と
の
出
遇
い
、
仏
の
呼
び
か
け
の
歴
史
に
出
遇
う

で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
に
出
遇
わ
れ
た
。
法
然
上
人
に
出
遇
わ
れ
た
と
き
に
七
祖
の
歴
史
に
出
遇
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

法
然
と
い
う
個
人
に
遇
う
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
法
然
が
法
然
と
な
っ
た
そ
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
何
か
仏
の
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
を
よ
く
口
に
し

て
き
た
し
、
し
て
く
だ
さ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
呼
び
か
け
は
具
体
的
に
は
師
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
法
に
生
き
た
人
の
存
在
そ
の
も
の
の
呼

び
か
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
言
葉
だ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
そ
う
い
う
真
実
に
生
き
た
人
に
出
遇
っ
た
、
そ
の

出
遇
い
の
内
容
は
、
呼
び
か
け
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
。
や
は
り
そ
こ
に
善
き
人
に
出
遇
う
、
そ
の
人
に
出
遇
っ
た
と
き
、
そ
の
人
を
呼
び
覚
ま

し
て
き
た
言
葉
、
歴
史
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

ま
あ
え
ら
い
思
い
出
す
言
葉
ば
か
り
を
し
て
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
安
田
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
と
き
に
、
縁
あ
る
人
が
あ
わ
て
て
集
ま
っ
た
わ
け
で

す
が
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ま
あ
何
と
か
葬
儀
の
準
備
を
と
い
う
こ
と
で
、
ば
た
ば
た
致
し
ま
し
た
。
で
、
そ
の
あ
い
だ
奥
様
に
先
生
が
書
斎
に
使
っ
て

お
ら
れ
た
部
屋
で
お
休
み
い
た
だ
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
夜
、
通
夜
を
い
と
な
ま
れ
ま
し
て
終
わ
っ
て
奥
様
が
ご
挨
拶
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
開
口
一

番
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
、
「
先
ほ
ど
来
部
屋
で
休
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
て
、
も
う
私
も
死
の
う
か
な
と
思
い
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、

そ
の
時
と
き
心
に
浮
か
の
だ
の
は
主
人
の
肉
体
で
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
人
間
と
い
わ
れ
る
も
の
が
こ
こ
ま
で
痩
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
ほ
ど
、
ま
さ
し
く
骨
と

皮
だ
け
に
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
が
こ
こ
ろ
に
浮
か
ん
だ
と
き
、
そ
こ
ま
で
主
人
が
命
を
か
け
た
願
い
、
そ
の
願
い
を
や
は
り
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
私
は
私
な
り
に
そ
の
願
い
を
や
は
り
私
も
生
き
て
い
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
と
。
こ
れ
か
ら
も
う
一
度
主
人
の
講
義
の
ノ
ー
ト
を
読
み
返
し
読

み
返
し
し
な
が
ら
聞
い
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
と
。
そ
う
い
う
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。

何
か
ま
さ
に
そ
の
安
田
先
生
の
骨
と
皮
だ
け
に
ま
で
な
っ
て
お
ら
れ
た
そ
の
体
に
呼
び
か
け
を
聞
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
体
そ
の
も
の
が
そ
れ
こ
そ
、
拒
み
よ

う
の
な
い
悲
劇
を
も
っ
て
呼
び
か
け
を
し
て
い
る
。
そ
の
呼
び
か
け
を
奥
様
は
お
聞
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

■

声
に
会
う

や
は
り
本
願
の
呼
び
か
け
と
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
私
ど
も
に
あ
っ
て
は
具
体
的
な
人
を
と
お
し
て
、
私
に
ま
で
そ
の
呼
び
か
け
が
届
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

を
、
そ
こ
に
改
め
て
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
仏
法
に
出
遇
わ
れ
、
仏
法
に
生
き
ら
れ
た
そ
う
い
う
具
体
的
な
人
に
出
遇
わ
な
け
れ
ば
聞
こ
え
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な
い
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
う
い
う
お
互
い
聞
法
の
場
と
い
う
こ
と
も
そ
う
い
う
場
だ
と
思
う
の
で
す
ね
、

そ
れ
こ
そ
何
で
も
字
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
テ
ー
プ
も
あ
り
ま
す
し
、
話
の
内
容
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
そ
れ
で
聞
け
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
や
は
り
そ
こ

に
人
に
会
う
、
そ
れ
こ
そ
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
声
に
会
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
声
は
身
を
と
お
し
て
響
い
て
く
る
と
い
う
声
に
聞
く
と
い
う
こ

と
が
不
可
欠
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
ま
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ま
あ
私
ど
も
こ
う
い
う

場
を
あ
る
意
味
で
ほ
ん
と
う
に
め
ぐ
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
私
ど
も
の
目
覚
め
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

歴
史
に
目
覚
め
歴
史
に
生
き
る

こ
う
い
う
呼
び
か
け
を
聞
く
と
い
う
こ
と
を
道
綽
禅
師
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の
い
ち
ば
ん
最
後
に
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
四
〇
一
頁
、

そ
の
歴
史
に
目
覚
め
歴
史
に
生
き
る
そ
の
こ
と
を
、

真
言
を
採
り
集
め
て
、
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
何
と
な
れ
ば
、
前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く

は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
、
と
。
（
聖
典
四
〇
一
頁
）

ま
あ
安
田
先
生
も
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
お
言
葉
で
あ
り
、
た
び
た
び
書
に
お
書
き
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
安
楽
集
』
の
第
一
大
門
、
つ
ま
り
第
一
章

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
第
一
章
の
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

教
興
の
所
由
を
明
か
す
と
い
う
一
段
の
結
び
に
お
か
れ
て
お
り
ま
す
言
葉
が
、
「
真
言
を
採
り
集
め
て
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
前
に
生
れ
ん
者
は

後
を
導
き
、
後
に
去
か
ん
者
は
前
を
訪
え
」
と
い
う
、
こ
れ
が
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
と
の
聖
典
、
『
教
行
信
証
』
の
終
わ
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
生
ま
れ
ん
者
と
い
う
の
は
聖
教
全
書
の
木
版
で
は
、
「
後
に
去
か
ん
者
は
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
の
場
合
こ
の
去
る
と
い
う
字
で
書
き
ま
す
と
、
「
ゆ
く
」

と
い
う
意
味
は
、
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
き
っ
ぱ
り
と
そ
れ
ま
で
の
あ
り
よ
う
を
捨
て
て
そ
の
道
を
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
聖
典
の
二
一
九
頁
の
最
後
の
行

か
ら
、
つ
ま
り
二
河
の
譬
喩
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
三
定
死
の
自
覚
を
と
お
し
て
最
後
の
行
の
中
ほ
ど
か
ら
。
「
す
な
わ
ち
自
ら
思
念
す
ら
く
、
我
今
回
ら
ば
ま
た
死
せ

ん
、
住
ま
ら
ば
ま
た
死
せ
ん
、
去
か
ば
ま
た
死
せ
ん
」
と
い
う
、
こ
の
「
去
く
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
一
種
と
し
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば
、
我
寧
く
こ
の
道
を
尋
ね
て

前
に
向
こ
う
て
去
か
ん
」
。
こ
れ
は
ぜ
ん
ぶ
去
る
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
去
く
と
い
う
字
は
、
そ
こ
に
は
や
は
り
そ
う
い
う
三
定
死
を
く
ぐ
っ
た
明
確
な

態
度
決
定
と
い
い
ま
す
か
、
た
だ
目
的
地
へ
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
一
歩
踏
み
だ
す
と
い
う
こ
と
に
存
在
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
が

去
る
と
い
う
字
で
去
く
と
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
書
誌
的
に
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
不
勉
強
で
知
り
ま
せ
ん
が
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
と
い
う
、
生
ま

れ
ん
と
い
う
よ
り
は
後
に
去
か
ん
と
、
後
に
去
か
ん
者
は
前
を
訪
え
と
い
う
、
ど
う
も
こ
ち
ら
の
ほ
う
に
私
は
心
を
惹
か
れ
ま
す
。
書
誌
的
に
は
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ

■ 歴史に目覚め歴史に生きる
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ん
。
ま
あ
だ
い
た
い
普
通
に
は
こ
の
『
教
行
信
証
』
の
こ
の
言
葉
通
り
で
す
ね
。
前
に
生
ま
れ
ん
者
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
と
い
う
生
き
方
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
こ
と
も
ひ
と
つ
思
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

■

曾
我
先
生
は
、
前
な
る
者
は
第
十
七
願
、
後
な
る
者
は
第
十
八
願

と
も
か
く
こ
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
の
言
葉
を
曾
我
先
生
が
そ
の
前
に
生
ま
れ
ん
者
は
と
い
う
、
こ
の
前
に
生
ま
れ
ん
者
と
い
う
の
は
十
七
願
だ
と
お
っ
し

ゃ
る
の
で
す
。
そ
し
て
後
に
生
ま
れ
ん
者
、
後
に
去
か
ん
者
は
と
い
う
の
は
十
八
願
だ
と
い
う
こ
と
を
曾
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
四
十

五
年
の
大
地
の
会
で
の
ご
講
義
の
と
き
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
前
な
る
者
と
い
う
の
は
第
十
七
願
、
後
な
る
者
と
い
う
の
は
第
十
八
願
、
そ
し

て
そ
の
後
に
生
ま
れ
ん
も
の
は
前
を
訪
え
と
い
う
、
そ
の
訪
え
と
い
う
こ
と
は
第
十
八
願
の
念
仏
の
行
者
が
す
な
わ
ち
第
十
七
願
の
諸
仏
、
善
知
識
の
伝
統
を
継
い
で

い
く
そ
の
新
し
い
善
知
識
、
新
し
い
伝
統
、
つ
ま
り
第
十
七
願
が
限
り
な
く
続
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
前
な
る
者
と
い
う
の

は
第
十
七
願
、
後
な
る
者
と
い
う
の
は
第
十
八
願
と
。

そ
し
て
訪
え
と
い
う
、
そ
れ
は
後
な
る
者
が
、
つ
ま
り
第
十
八
願
の
行
者
が
自
ら
が
念
仏
の
行
者
と
し
て
生
ま
れ
て
歩
み
出
す
。
そ
の
歩
み
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
十

七
願
の
諸
仏
善
知
識
の
伝
統
を
継
い
で
い
く
と
い
う
歩
み
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
新
し
い
善
知
識
、
新
し
い
伝
統
、
つ
ま
り
第
十
七
願
が
限
り
な
く
続
い
て
い
く

の
だ
と
。
そ
う
す
れ
ば
新
し
い
十
八
願
も
ま
た
限
り
な
く
続
く
と
、
新
し
い
十
八
願
と
い
う
の
は
、
新
し
く
信
心
の
行
者
と
し
て
生
ま
れ
出
る
者
、
そ
こ
に
限
り
な
く

新
し
い
信
心
の
行
者
が
生
ま
れ
出
る
。
し
か
も
そ
の
新
し
い
信
心
の
行
者
の
誕
生
と
と
も
に
、
そ
の
歩
み
を
生
み
出
し
た
本
願
の
歴
史
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
第
十
七

願
の
諸
仏
善
知
識
の
姿
も
限
り
な
く
新
し
く
生
ま
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
十
七
願
と
十
八
願
と
い
う
こ
と
に
お
さ
え
て
、
こ
の
言
葉
を
曾
我
先
生
が
講
議
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
余
り
聞
か
な
い
、
ど
な
た
も
他
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
は
お
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、

■

深
淵
と
深
淵
の
呼
応

出
遇
い
と
い
う
は
個
人
的
な
体
験
で
は
な
い
。
藤
元
君
は
そ
う
い
う
深
淵
と
深
淵
の
呼
応
と
い
っ
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
深
淵
と
深
淵
の
呼
応
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
個
人
と
個
人
と
の
出
遇
い
で
は
な
い
、
善
き
人
と
は
個
人
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
歴
史
を
生
き
、
歴
史
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
が
、
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
の
い
ち
ば
ん
最
後
に
置
か
れ
て
お
り
ま
す
『
安
楽
集
』
の
文
を
お
か
れ
て
い
る
と
。
で
そ
の
文
は
、
じ
つ
は
道
綽
禅

師
が
そ
の
教
え
の
起
こ
る
ゆ
え
ん
を
「
教
興
の
所
由
を
明
か
す
」
文
と
し
て
書
か
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
こ
に
く
り
返
し
く

り
返
し
親
鸞
聖
人
は
善
知
識
の
徳
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
化
身
土
巻
」
の
三
五
一
頁
の
後
ろ
二
行
目
か
ら
が
こ
の
信
を
勧

講義 ３ （ 年６月 日）2004 15
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め
る
と
い
う
勧
信
の
経
文
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
勧
信
の
経
文
書
の
一
段
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
一
貫
し
て
善
知
識
の
徳
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
こ
に
三
五
一
頁

の
最
後
の
行
、
「
善
知
識
に
会
い
法
を
聞
き
よ
く
行
ず
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
こ
の
勧
信
の
文
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
『
涅
槃
経
』
が
三
五
二
頁
の
三

行
目
か
ら
引
か
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
に
ま
ず
最
初
に

一
切
梵
行
の
因
は
善
知
識
な
り
。
一
切
梵
行
の
因
、
無
量
な
り
と
い
え
ど
も
、
善
知
識
を
説
け
ば
す
な
わ
ち
す
で
に
摂
尽
し
ぬ
。
（
聖
典
三
五
二
頁
）

と
、
そ
の
す
べ
て
が
善
知
識
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
も
信
不
具
足
、
聞
不
具
足
と
、
そ
こ
に
や
は
り
得
者
を
信
ず
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
ず
っ
と
、
三
五
二
頁
の
真
ん
中
に
な
り
ま
す
か
ね
、
「
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
道
あ
る
こ
と
を
信
ず
、
二
つ
に
は
得
者
を
信
ず
」
と
い
う
得
者

を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
信
不
具
足
で
あ
る
と
お
さ
え
ら
れ
ま
す
。
ま
あ
ず
っ
と
文
章
が
続
き
ま
す
、
三
五
三
頁
の
最
後
の
行
、
『
涅
槃
経
』
の

「
徳
王
品
」
の
文
章
で
す
が
「
ま
た
言
わ
く
、
善
男
子
、
第
一
真
実
の
善
知
識
は
、
い
わ
ゆ
る
菩
薩
、
諸
仏
な
り
」
と
。
や
は
り
こ
こ
に
第
一
真
実
の
善
知
識
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
し
、
こ
の
三
五
四
頁
の
後
ろ
五
行
目
の
『
華
厳
経
』
の
文
で
は
、
そ
の
善
知
識
の
讃
嘆
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
汝
、
善
知
識

を
念
ず
る
に
、
我
を
生
め
る
、
父
母
の
ご
と
し
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
善
知
識
が
お
さ
え
、
そ
の
徳
が
讃
え
ら
れ
て
い
く
。
で
、
そ
う
い
う
よ
う
に
善
知
識
と
い
う

こ
と
が
く
り
返
し
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
曾
我
先
生
の
お
言
葉
を
ご
紹
介
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
曾
我
先
生
は
お
も
し
ろ
い
、
「
善
循
環
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で

す
ね
。
な
る
ほ
ど
悪
循
環
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
善
循
環
も
当
然
あ
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、

善
循
環
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
真
実
教
が
あ
れ
ば
善
知
識
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
真
実
教
が
な
け
れ
ば
善
知
識
は
お
ら
な
い
と
思
う
。
正
し

い
仏
法
が
伝
わ
っ
て
お
れ
ば
、
必
ず
善
知
識
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
善
知
識
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
仏
法
が
存
在
し
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
ほ
ん
と
う
に
道
を
求
め
る
求
道
者
と
い
う
も
の
は
、
求
道
の
精
神
が
あ
れ
ば
、
必
ず
善
知
識
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
善
知
識
に
会
わ

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
求
道
精
神
が
な
い
か
ら
。

そ
う
い
う
こ
と
を
善
循
環
、
悪
循
環
に
対
す
る
善
循
環
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
ふ
う
に
真
実
の
教
え
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
善
知
識
ま
し
ま
す
。
善
知
識
ま

し
ま
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
は
真
実
の
教
え
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
は
ま
た
真
の
求
道
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
善
知
識
に
会
う
と
。
善
知
識
に
会
う
と
い
う

こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
求
道
精
神
が
、
じ
つ
は
怪
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
求
道
精
神
と
そ
の
善
知
識
と
善
循
環
と
い
う
こ
と
を
お

っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
に
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
歩
み
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
個
人
的
な
営
み
で
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
限
り
な
い
無
限
の
展
開
、
無
限
の
歴
史
、

■ 深淵と深淵の呼応
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真
実
の
教
が
真
実
の
善
知
識
を
生
み
出
す
。
真
実
の
善
知
識
が
真
実
の
求
道
者
を
生
み
出
す
と
い
う
無
限
の
法
の
ま
さ
に
普
流
行
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
仏
法
は
流
通
物

で
あ
る
の
だ
と
。
流
通
物
で
あ
る
か
ら
私
の
弟
子
と
か
人
の
弟
子
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
だ
と
。
法
が
流
通
し
、
法
の
流
通
の
そ
の
歴
史
の
な
か
に
、
そ
れ
こ
そ
前

と
後
、
前
に
生
ま
れ
ん
も
の
、
後
か
ら
去
く
者
と
の
出
遇
い
が
開
か
れ
て
い
く
の
だ
と
。
わ
が
弟
子
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
だ
と
あ
げ
ら
れ
て
ま
い
り
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
強
く
表
に
開
か
れ
て
き
た
の
が
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
の
お
仕
事
で
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
『
安
楽
集
』
と
い
う
、
集
と
い

う
書
物
の
形
態
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
道
綽
禅
師
の
善
き
人
々
の
歴
史
に
聞
く
と
い
う
精
神
と
い
い
ま
す
か
、
姿
勢
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
が
改
め
て
思
わ
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
い
わ
ゆ
る
こ
の
念
仏
一
つ
に
つ
き
ま
し
て
そ
こ
に
限
り
な
い
歴
史
、
あ
る
い
は
こ
そ
と
い
う
こ
と
が
お

さ
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
五
日
）

講義 ３ （ 年６月 日）2004 15
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講
義

４

宮
城
顗

講
述

■

は
じ
め
に

昨
日
は
、
私
ど
も
の
う
え
に
念
仏
が
起
こ
っ
て
く
る
そ
こ
に
は
、
好
竪
樹
の
譬
え
で
申
し
ま
す
と
、
百
年
の
歴
史
が
あ
る
の
だ
と
、
そ
の
こ
と
を
道
綽
禅
師
は
、

「
隠
始
顕
終
、
没
因
談
果
」
と
い
う
こ
と
で
う
な
ず
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

別
時
意
の
難
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
中
心
に
な
っ
て
唱
え
た
の
は
摂
論
宗
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
摂
論
宗
に
あ
っ
て
は
、
念
仏
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で

も
個
人
の
、
個
人
的
な
修
善
、
善
を
修
め
る
と
い
う
修
善
の
一
つ
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
個
人
の
、
個
人
的
な
行
と
し
て
修
善
と
し

て
、
言
う
な
ら
ば
、
一
声
の
念
仏
は
、
ど
こ
ま
で
も
た
だ
一
声
の
念
仏
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
個
人
の
行
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
大
河
内
君
の
お
父
さ
ん
が
安
居
で
「
行
巻
」
を
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
研
究
所
か
ら
の
命
令
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
私
と
藤
元
君
と
一
緒
に
擬

講
論
文
を
提
出
さ
せ
ら
れ
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
。
そ
れ
で
二
人
が
早
速
、
大
河
内
先
生
の
都
講
と
い
い
ま
す
ね
。
ま
あ
下
働
き
で
あ
り
ま
す
。

安
居
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
大
河
内
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
こ
と
は
、
出
す
念
仏
で
は
な
く
出
る
念
仏
だ
と
い
う
言
い
方
を
繰
り
返
し

な
さ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
ど
も
が
改
め
て
、
そ
れ
こ
そ
私
の
意
志
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
出
す
念
仏
で
は
な
い
の
だ
と
、
私
の
う
え
に

出
て
く
る
出
る
念
仏
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
「
行
巻
」
の
い
ち
ば
ん
巻
頭
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
そ
こ
に
大
行
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
お
さ
え
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
が
「
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
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
こ
れ
は
、
息
子
の
ほ
う
の
大
河
内
君
は
腹
を
立
て
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
ね
。
こ
の
主
語
は
何
だ
と
。
こ
れ
に
は
主
語
が
な
い
の
で
す
ね
。
特
に
こ
こ
の
場
合
は
「
大
行
と
は
」
と
い
っ
て
、
誰
が
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
す
ね
。
「
す
な

わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
。
誰
が
称
す
る
の
だ
と
も
書
い
て
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
大
河
内
先
生
が
ご
注
意
に
な
り
ま
し
た
。

ま
あ
、
ど
こ
ま
で
も
出
す
念
仏
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
個
人
の
個
人
的
な
行
で
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
一
人
の
人
間
の
う
え
に
、
そ
の
念
仏

の
声
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
こ
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
先
生
み
た
い
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
大
河
内
先
生
は
非
常
に
厳
し
い
方
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
安
居
の
場
合
は
攻
究
の
時
間
が
あ
り
ま
し
て
、
安
居
と
い
う

の
は
、
い
ま
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
頃
は
安
居
歴
何
年
と
い
う
、
二
十
年
と
か
十
何
年
と
か
安
居
に
ず
っ
と
出
て
き
て
お
ら
れ
る
と
い
う
ベ
テ
ラ
ン
の
人
た

ち
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
て
、
こ
う
い
う
方
た
ち
は
ほ
ん
と
う
に
よ
く
勉
強
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
立
っ
て
、
攻
究
の
時
間
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
先

■ はじめに
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生
を
差
し
置
い
て
、
新
し
い
人
が
い
ろ
ん
な
質
問
す
る
と
、
先
に
答
え
て
行
い
か
れ
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
河
内
先
生
が
厳
し
く
叱
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
学
び
を
自
分
の
も
の
と
し
て
、
や
は
り
指
導
者
根
性
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い

う
も
の
を
出
す
人
に
対
し
て
厳
し
く
叱
ら
れ
ま
し
た
。
激
し
い
言
葉
で
い
わ
れ
ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
相
当
そ
の
人
は
席
を
立
っ
て
出
て
行
か
れ
ま
し
て
、
本
山
へ
行

っ
て
大
河
内
は
異
安
心
だ
と
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

■

一
人
二
位
の
念
仏

特
に
そ
の
場
合
、
大
河
内
先
生
が
一
人
二
位
の
念
仏
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
凡
夫
と
し
て
念
仏
申
す
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
念
仏
申
す
と

き
そ
の
人
は
、
そ
の
念
仏
に
お
い
て
諸
仏
と
等
し
き
位
と
い
わ
れ
る
、
諸
仏
等
同
で
す
ね
。
そ
の
凡
夫
と
諸
仏
と
い
う
、
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
の
身
、
し
か
し
そ
こ
に
た

ま
わ
る
徳
は
諸
仏
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
一
人
二
位
と
い
う
言
葉
で
大
河
内
先
生
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
異
安
心
だ
と
い
っ
て
、
そ
の
人
が

息
巻
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
終
わ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
ね
。

何
か
こ
の
言
葉
が
、
「
大
行
と
は
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
い
う
、
こ
の
言
葉
を
改
め
て
見
ま
す
た
び
に
、
何
か
大
河
内
先
生
と
一
緒
に
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
、
大
河
内
先
生
と
藤
元
君
と
私
と
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
思
い
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
念
仏
と
い
う
こ
と
を
、
一
昨
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
、
宗
さ
ん
が
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
翻
訳
、
英
訳
な
さ
っ
て
い
る
「t

ru
e
li
v
i
ng

」
と
い
う
、
そ
のl

i
vi

n
g

と
い
う
の
は
語
根
が
ラ
イ
ヴ
、l

i
v
e

だ
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
、
宗
さ
ん
は
こ
れ
を
「
生
演
奏
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
非
常
に
い
い
訳
だ
な
あ
と
思
っ
て

心
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

■

文
類
は
生
演
奏

そ
こ
に
鈴
木
先
生
の
言
葉
に
は
、
（tr

u
e
l
i
v
i
ng

o
f
P
u
re

L
a
nd

）
浄
土
の
生
演
奏
と
い
う
、
な
る
ほ
ど
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
浄
土
の
生
演
奏
で
す
ね
。
そ
う

い
う
生
演
奏
、
つ
ま
り
文
類
と
い
う
の
は
生
演
奏
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
改
め
て
そ
う
い
う
こ
と
を
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。
文
類
と
い
う
の
は
、

何
も
資
料
を
集
め
た
と
い
う
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
す
ね
。
資
料
を
集
め
た
の
で
は
な
い
、
自
分
の
、
そ
れ
こ
そ
聞
く
こ
と
の
で
き
た
生
演
奏
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
通
し
て
会
い
え
た
世
界
を
、
そ
こ
に
文
類
聚
と
い
う
、
あ
つ
め
る
と
い
う
か
た
ち
で
開
い
て
い
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
文
類
聚
さ

れ
て
い
る
言
葉
一
つ
ひ
と
つ
が
生
演
奏
と
し
て
響
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
『
教
行
信
証
』
を
読
む
と
い
う
、

そ
こ
に
は
そ
う
い
う
資
料
的
に
読
む
の
か
、
生
演
奏
に
出
会
う
か
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
根
本
の
問
題
と
し
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
生
演
奏
と
な
っ
て
ず
っ
と
伝
わ
っ
て
き
た
念
仏
の
歴
史
、
同
時
に
そ
れ
は
、
こ
れ
も
一
昨
日
宗
さ
ん
が
改
め
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
習
慣
と
い

講義 ４（ 年６月 日）2004 16
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う
問
題
で
す
ね
。
つ
ま
り
人
々
の
、
あ
え
て
い
え
ば
、
名
も
な
き
生
活
者
の
、
そ
の
日
々
の
生
活
を
貫
く
習
慣
と
し
て
、
人
々
の
間
に
ず
っ
と
伝
わ
っ
て
き
た
生
演
奏

で
あ
り
ま
す
。

よ
く
ご
紹
介
す
る
吉
野
秀
雄
と
い
う
歌
人
で
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
病
弱
な
方
で
、
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
間
そ
れ
こ
そ
毎
日
、
毎
夕

お
母
さ
ん
が
「
正
信
偈
」
を
お
勤
め
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
で
し
ょ
う
か
、
『
歎
異
抄
』
に
も
深
く
学
ば
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
方
な
の

で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
吉
野
秀
雄
さ
ん
の
歌
に
、
こ
う
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
で
、
ま
さ
に
、
「
在
り
し
日
の
母
が
勤
行
（
つ
と
め
）
の
「
正
信
偈
」
、
わ
が
耳
底
に

一
生
（
ひ
と
よ
）
ひ
び
か
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
か
つ
て
は
と
言
い
ま
す
か
、
い
つ
で
し
た
か
和
田
先
生
が
、
私
の
こ
ど
も
の
時
分
は
、
朝
と
か
夕
方
と
か
は
、
ど
の

家
か
ら
も
「
正
信
偈
」
の
声
が
道
に
流
れ
て
聞
こ
え
て
き
て
い
た
、
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
声
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
、
あ
る
意
味
で
習
慣
に
ま
で
成
っ
て
い
る
。
営
み
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
そ
れ
こ
そ
後
に
続
く
、
周

り
の
人
の
、
そ
の
一
生
を
貫
い
て
耳
底
に
響
く
と
共
に
、
ま
あ
育
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
習
慣
で
す
ね
、

ま
あ
大
江
健
三
郎
さ
ん
の
本
の
一
冊
に
、
『
人
生
の
習
慣
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
の
と
き
、
大
江
さ
ん
は
習
慣
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
ハ
ビ
ッ
ト
と
い
う

言
葉
で
お
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
辞
書
を
繰
っ
た
み
た
い
で
す
が
、
ハ
ビ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
は
無
意
識
に
ま
で
身
に
つ
い
て
い
る
、
無
意
識
が
身
の
事
実

に
ま
で
成
な
っ
て
い
る
習
慣
の
こ
と
を
表
す
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
習
慣
が
、
私
は
や
は
り
人
間
と
し
て
の
感
覚
を
育
て
て
き
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

ま
あ
今
日
、
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
の
感
覚
を
育
む
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
な
い
、
専
ら
知
的
な
教
育
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
何
か
そ
こ
に

は
生
活
の
中
に
、
そ
う
い
う
習
慣
が
失
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
か
と
思
う
の
で
す
ね
。

こ
れ
は
西
谷
啓
治
先
生
は
、
宗
教
と
い
う
の
は
生
き
方
の
問
題
だ
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
す
ね
。
生
き
方
と
い
う
と
き
は
、
こ
う
生
き
る
か
た
ち
と
い
う
こ
と
と
、

生
き
る
方
向
で
す
ね
。
こ
し
方
と
か
、
生
き
方
と
か
、
行
方
し
れ
ず
と
い
う
、
あ
あ
い
う
方
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
生
き
て
い
く
か
た
ち
と
い
う
問
題
と
、

生
き
て
い
く
方
向
が
問
わ
れ
、
定
ま
っ
て
い
く
の
が
宗
教
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。■

生
き
る
か
た
ち
を
育
ん
で
い
く
も
の

こ
れ
は
、
確
か
大
地
の
会
で
御
講
義
を
い
た
だ
い
た
と
き
の
、
良
心
に
つ
い
て
の
講
義
で
し
た
か
ね
。
そ
の
と
き
の
講
義
の
中
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
お
言
葉

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
生
き
方
を
定
め
て
い
く
も
の
と
し
て
、
特
に
か
た
ち
で
あ
り
ま
す
ね
。
生
き
る
か
た
ち
を
育
ん
で
い
く
も
の
が
、
習
慣
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
習
慣
に
ま
で
な
っ
て
い
る
教
え
で
あ
り
ま
す
ね
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
習
慣
の
中
で
、
私
の
う
え
に
現
れ
て
く
る
念
仏
は
も
う
ま
さ
に
出
す
念
仏
で
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
ま
た
後
で
大
河
内
君
に
叱
ら
れ
る
か
も

■ 生きるかたちを育んでいくもの



- 44 -

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
言
葉
を
昨
日
振
り
返
っ
て
お
り
ま
し
て
、
え
ら
く
大
河
内
先
生
が
懐
か
し
く
な
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
い
ろ
い
ろ
思
っ
て
お

り
ま
し
た
。
そ
の
大
河
内
先
生
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
と
き
の
お
言
葉
が
、
ず
っ
と
世
話
を
な
さ
っ
て
い
た
方
に
、
も
う
世
話
は
い
ら
ん
と
断
ら
れ
て
、
代
わ
り
に

念
仏
申
し
て
く
れ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
な
の
で
す
ね
。
私
の
念
仏
は
も
う
ア
カ
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
と
。
真
っ
新
な
念
仏
を
聞
い
て
い
き
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
覚
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
念
仏
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
問
う
て
お
ら
れ
た
先
生
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
そ
う
い
う
中
で

改
め
て
、
「
大
行
と
は
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
言
葉
で
包
ま
れ
て
く
る
も
の
が
、
ま
さ
に
そ
の
道
綽
が

「
隠
始
顕
終
、
没
因
談
果
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
た
念
仏
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

■

魔
境
に
帰
ろ
う

そ
し
て
、
そ
う
い
う
生
き
る
か
た
ち
が
定
ま
る
、
そ
の
生
き
て
い
く
の
は
、
ま
さ
に
昨
日
宗
さ
ん
が
「
帰
去
来
、
魔
境
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
、
善
導
大

師
の
言
葉
を
、
さ
ら
に
魔
境
に
帰
ろ
う
と
い
う
言
い
方
で
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
魔
境
を
離
れ
て
、
ど
こ
か
理
想
郷
に
帰
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
魔
境

の
現
実
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

■

浄
土
の
命
を
捨
て
る

こ
れ
も
ま
あ
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
と
い
う
と
語
弊
が
あ
り
ま
す
が
、
曇
鸞
大
師
が
、
こ
の
『
論
註
』
の
四
主
功
徳
成
就
の
所
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
い
つ
も
見
て
い
た

だ
く
の
で
す
が
、
二
八
二
頁
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
生
演
奏
を
聴
く
場
所
は
「
荘
厳
主
功
徳
成
就
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
、

も
し
人
ひ
と
た
び
安
楽
浄
土
に
生
ず
れ
ば
、
後
の
時
に
意
「
三
界
に
生
ま
れ
て
衆
生
を
教
化
せ
ん
」
と
願
じ
て
、
浄
土
の
命
を
捨
て
て
願
に
随
い
て
生
を
得
て
、

三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ま
る
と
い
え
ど
も
、
無
上
菩
提
の
種
子
畢
竟
じ
て
朽
ち
ず
。
（
聖
典
二
八
二
頁
）

と
、
こ
う
い
う
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
、
『
論
註
』
の
中
に
は
三
度
「
浄
土
の
命
を
捨
て
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
浄
土
の
、

つ
ま
り
浄
土
は
ま
さ
に
願
心
を
贈
ら
れ
る
世
界
で
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
願
心
を
た
ま
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、

そ
の
願
心
に
生
き
る
場
は
、
ど
こ
ま
で
も
三
界
雑
生
の
火
の
中
と
お
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
ま
さ
に
生
演
奏
は
、
浄
土
の
生
演
奏
で
す
ね
。
浄
土
の
生

演
奏
は
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
響
く
。
ほ
ん
と
う
に
三
界
雑
生
の
火
の
悲
し
み
で
す
ね
。
そ
う
い
う
悲
し
み
に
目
覚
め
る
と
き
、
そ
こ
に
や
は
り
響
い
て
く
る
も
の
、

そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

■

念
仏
申
し
て
き
た
人
々
の
歴
史

そ
こ
に
百
年
の
歴
史
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
に
は
、
念
仏
申
し
て
き
た
人
々
の
歴
史
、
そ
れ
は
よ
き
人
の
念
仏
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
名
も
な
き
生
活
者
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の
念
仏
の
歴
史
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
仏
の
念
仏
一
つ
に
ま
で
、
そ
の
言
葉
が
人
々
の
う
え
に
、
そ
れ
こ
そ
三
界
雑
生
の
火
の
う
え
に
響
く

言
葉
と
し
て
選
び
取
ら
れ
る
ま
で
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
は
い
ま
の
、
道
綽
は
そ
の
こ
と
を
、
一
七
一
頁
の
二
行
目
か
ら
が
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
引
文
が
始
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
い
ち
ば
ん

最
初
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
が
、

『
観
仏
三
昧
経
』
に
云
わ
く
、
「
父
の
王
を
勧
め
て
念
仏
三
昧
を
行
ぜ
し
め
た
ま
う
。
父
の
王
、
仏
に
白
さ
く
、
「
仏
地
の
果
徳
、
真
如
実
相
、
第
一
義
空
、
何

に
因
っ
て
か
弟
子
を
し
て
こ
れ
を
行
ぜ
し
め
ざ
る
」
と
。
仏
、
父
王
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
諸
仏
の
果
徳
、
無
量
深
妙
の
境
界
、
神
通
解
脱
ま
し
ま
す
。
こ
れ
凡

夫
の
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
父
王
を
勧
め
て
念
仏
三
昧
を
行
ぜ
し
め
た
て
ま
つ
る
」
と
。

（
聖
典
一
七
一
頁
）

と
、
そ
こ
か
ら
ま
た
問
題
が
移
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
ま
あ
そ
こ
に
父
王
が
仏
法
を
語
っ
て
説
い
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
仏
法
の
真
髄
で
あ
る
は
ず
の
「
仏
地
の
果
徳
、

真
如
実
相
、
第
一
義
空
」
を
、
ど
う
し
て
私
に
説
い
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
か
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
行
ぜ
し
め
な
い
の
か
と
、
ど
う
し
て
念
仏
三
昧
を
行
ぜ
し

め
た
ま
う
の
か
と
、
そ
う
い
う
問
い
を
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
が
答
え
ら
れ
る
中
に
「
凡
夫
の
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
、
あ
な
た
に
は
手
に
負
え
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
め
て
念
仏
申
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
そ
う
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ね
。

■

道
綽
の
聖
浄
二
門
判
の
意
味

じ
つ
は
仏
の
悪
戦
苦
闘
は
、
こ
の
凡
夫
の
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
は
そ
ん
な
凡
夫
の
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ず
と
い

う
こ
と
を
思
っ
て
な
い
で
す
ね
。
や
は
り
、
真
髄
に
直
参
し
て
と
思
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
私
の
身
の
事
実
に
ほ
ん
と
う
に
振
り
返
る
と
い
う
智
慧
を
、
私
ど
も
は

失
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
い
か
に
し
て
知
ら
し
め
る
か
。
あ
る
意
味
で
仏
の
説
法
の
す
べ
て
は
、
そ
の
こ
と
一
つ
を
知
ら
し
め
、
人
々
を
念
仏
の
一
門
に
入
れ
し
め

る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
。
そ
こ
に
あ
お
、
浄
土
の
一
門
を
選
び
取
る
と
い
う
、
道
綽
の
聖
浄
二
門
判
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
も
、
そ
こ
に
お
さ

え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

■

善
導
の
「
隠
顕
の
二
義
あ
り
」

で
す
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
真
っ
正
面
に
説
い
て
い
る
の
が
、
『
観
経
』
で
あ
り
ま
す
ね
。
『
観
経
』
に
、
善
導
大
師
が
「
隠
顕
の
二
義
あ
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ

の
顕
文
と
い
う
の
は
、
表
に
顕
れ
て
い
る
言
葉
と
な
っ
て
顕
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
顕
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
後
に

隠
さ
れ
て
い
る
心
が
あ
る
。
ま
あ
あ
の
、
安
田
先
生
は
顕
わ
さ
ん
と
す
る
心
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
顕
し
た
言
葉
と
、
言
葉
を
通
し
て
顕
さ
ん

■ 道綽の聖浄二門判の意味
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と
し
て
い
る
心
と
で
す
ね
。
そ
の
隠
顕
二
義
あ
り
と
い
う
こ
と
を
善
導
大
師
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
善
導
大
師
の
『
観
経
』
の
受
け
と
め
を
通
し
て
、
親
鸞
聖
人
が

「
化
身
土
巻
」
に
お
き
ま
し
て
、
あ
の
『
観
経
』
の
中
か
ら
、
確
か
十
三
文
の
言
葉
を
抜
き
出
さ
れ
て
、
三
三
一
頁
の
後
ろ
か
ら
四
行
目
で
あ
り
ま
す
が
。

こ
こ
を
も
っ
て
『
経
』
（
観
経
）
に
は
「
教
我
観
於
清
浄
業
処
」
と
言
え
り
。
「
清
浄
業
処
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
本
願
成
就
の
報
土
な
り
。
「
教
我
思

惟
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
方
便
な
り
。
「
教
我
正
受
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
金
剛
の
真
心
な
り
。
（
聖
典
三
三
一
頁
）

と
、
こ
れ
は
善
導
大
師
に
依
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
。
そ
れ
が
三
三
二
頁
の
八
行
目
で
す
ね
。

「
若
有
合
者
名
為
麁
想
」
と
言
え
り
、
こ
れ
定
観
成
じ
が
た
き
こ
と
を
顕
す
な
り
。
（
聖
典
三
三
二
頁
）

と
、
こ
れ
は
定
観
が
説
か
れ
て
い
る
経
文
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
「
若
有
合
者
名
為
麁
想
」
と
い
う
言
葉
の
定
観
を
説
い
て
あ
る
経
文
の
中
に

あ
る
言
葉
を
お
さ
え
て
、
じ
つ
は
こ
れ
は
「
定
観
成
じ
が
た
き
こ
と
を
顕
す
」
言
葉
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

「
於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
」
と
言
え
り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
、
定
観
成
就
の
益
は
念
仏
三
昧
を
獲
る
を
も
っ
て
観
の
益
と
す
る
こ
と
を
顕
す
、
す
な
わ
ち
観
門
を
も

っ
て
方
便
の
教
と
せ
る
な
り
。
（
同

頁
）

と
お
さ
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
仏
道
を
受
け
と
る
と
い
い
ま
す
か
ね
、
そ
の
視
点
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
聖
道
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、

定
観
を
成
就
し
が
た
い
者
の
た
め
に
方
便
と
し
て
念
仏
が
説
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
本
来
、
仏
道
は
定
観
、
止
観
の
行
で
あ
り
ま
す
ね
。

も
と
も
と
念
仏
と
い
う
自
体
が
観
念
仏
、
仏
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
こ
と
が
成
就
し
が
た
い
者
の
た
め
に
、
方
便
と
し
て
念
仏
と
い
う
こ
と

が
勧
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
受
け
と
め
で
あ
り
ま
す
が
。

そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
こ
こ
で
ひ
っ
く
り
返
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
定
観
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
定
観
成
就
し
が
た
き
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
身
に
う
な
ず

か
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
。
だ
か
ら
、
そ
の
う
な
ず
き
に
お
い
て
、
た
だ
念
仏
一
門
で
す
ね
、
「
念
仏
三
昧
を
う
る
を
も
っ
て
、
実
は
観
の
利
益
と
す
る
」
と
お
さ
え

ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
念
仏
の
一
門
に
帰
せ
し
め
る
方
便
と
し
て
観
で
す
ね
、
観
門
を
も
っ
て
方
便
の
教
と
す
る
。
全
く
逆
転
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
こ
に
は
道
綽
禅
師
の
お
言
葉
の
う
え
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
所
行
に
あ
ら
ず
と
い
う
、
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ず
と
い
う
一
つ
を
衆
生
の
う
え
に
開
き
、
う

な
ず
か
し
め
る
た
め
の
仏
一
代
の
説
法
と
い
う
受
け
と
め
が
、
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
念
仏
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
凡
夫
の
う

え
に
仏
道
が
成
就
し
て
い
く
言
葉
と
し
て
改
め
て
、
こ
こ
に
道
綽
は
あ
げ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
ま
あ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
先
ほ
ど
の
『
安
楽
集
』
の
四
行
目
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
下
の
ほ
う
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
問
答
を
通
し
て
、
「
父
王
、
仏
に
白

さ
く
、
「
念
仏
の
功
、
そ
の
状
い
か
ん
ぞ
」
」
（
聖
典
一
七
一
頁
）
と
お
さ
え
ら
れ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
、
こ
れ
も
ま
あ
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
ね
。
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仏
、
父
王
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
伊
蘭
林
の
方
四
十
由
旬
な
ら
ん
に
、
一
科
の
牛
頭
栴
檀
あ
り
。
根
芽
あ
り
と
い
え
ど
も
、
な
お
未
だ
土
を
出
で
ざ
る
に
、
そ
の

伊
蘭
林
た
だ
臭
く
し
て
香
ば
し
き
こ
と
な
し
。
（
聖
典
一
七
一
頁
）

と
、
ま
あ
伊
蘭
林
と
い
う
木
で
す
ね
。
非
常
に
く
さ
い
臭
い
を
放
つ
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
ま
あ
そ
こ
に
、
「
も
し
そ
の
華
菓
」
と
、
華
と
実
で
す
ね
。

も
し
そ
の
華
菓
を?

ず
る
こ
と
あ
ら
ば
、
狂
を
発
し
て
死
せ
ん
。
（
同

頁
）

と
あ
り
ま
す
。
そ
の
伊
蘭
林
の
華
と
い
う
の
は
、
何
か
赤
い
色
を
し
て
い
て
非
常
に
き
れ
い
な
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
き
れ
い
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
口
に
し
た
ら
、

狂
を
発
し
て
死
せ
ん
と
い
う
華
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
伊
蘭
林
で
す
ね
。
そ
し
て
、

後
の
時
に
栴
檀
の
根
芽
よ
う
や
く
生
長
し
て
、
わ
ず
か
に
樹
に
な
ら
ん
と
欲
す
。
香
気
昌
盛
に
し
て
、
つ
い
に
よ
く
こ
の
林
を
改
変
し
て
あ
ま
ね
く
み
な
香
美
な

ら
し
む
。
衆
生
見
る
者
、
み
な
希
有
の
心
を
生
ぜ
ん
が
ご
と
し
。
（
同

頁
）

と
、
こ
う
い
う
譬
え
を
も
っ
て
、
こ
の
世
に
念
仏
者
が
一
人
生
ま
れ
出
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
意
味
を
開
い
て
く
る
の
か
。
ま
あ
そ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
念

仏
者
が
こ
栴
檀
と
い
う
、
こ
れ
は
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
麝
香
と
い
う
香
木
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
に
よ
く
似
た
匂
い
を
持
っ
て
い
る
の
だ

そ
う
で
す
ね
。
イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
、
牛
頭
山
、
牛
の
頭
と
書
き
ま
す
、
牛
頭
山
に
多
く
生
え
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
そ
う
い
う
香
樹
、
香
り
あ
る

木
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

で
、
そ
の
悪
臭
ぷ
ん
ぷ
ん
た
る
伊
蘭
林
の
中
に
、
一
本
の
栴
檀
が
芽
を
出
し
木
と
な
っ
て
い
く
そ
の
と
き
そ
の
伊
蘭
林
が
改
変
さ
れ
る
と
い
う
言
葉
が
、
そ
こ
に
置

か
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
あ
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
つ
い
で
に
最
後
の
と
こ
ろ
ま
で
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

仏
、
父
王
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
一
切
衆
生
、
生
死
の
中
に
あ
り
て
、
念
仏
の
心
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
た
だ
よ
く
念
を?

け
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
定
ん
で
仏
前

に
生
ぜ
ん
。
ひ
と
た
び
往
生
を
得
れ
ば
、
す
な
わ
ち
よ
く
一
切
諸
悪
を
改
変
し
て
大
慈
悲
を
成
ぜ
ん
こ
と
、
か
の
香
樹
の
伊
蘭
林
を
改
む
る
が
ご
と
し
。
」
」
言

う
と
こ
ろ
の
「
伊
蘭
林
」
は
、
衆
生
の
身
の
内
の
三
毒
・
三
障
、
無
辺
の
重
罪
に
喩
う
。
「
栴
檀
」
と
言
う
は
、
衆
生
の
念
仏
の
心
に
喩
う
。
「
わ
ず
か
に
樹
に

成
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
う
は
、
い
わ
く
、
一
切
衆
生
た
だ
よ
く
念
を
積
み
て
断
え
ざ
れ
ば
、
業
道
成
弁
す
る
な
り
。

（
同

頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
念
仏
者
が
一
人
生
ま
れ
出
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
、
こ
う
い
う
言
葉

で
ど
う
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
ふ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
が
。
少
し
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

今
回
は
、
特
に
宗
さ
ん
も
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
期
せ
ず
し
て
話
し
の
向
か
う
方
向
が
一
つ
に
重
な
っ
て
い
く
と
い
う
思
い
が
あ
り

■ 善導の「隠顕の二義あり」
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ま
す
。
ま
た
宗
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
一
生
懸
命
追
い
か
け
て
い
る
よ
う
な
か
た
ち
で
す
が
、
昔
、
大
会
に
ま
い
り
ま
す
と
き
は
、
だ
い
た
い
何

冊
か
過
去
の
学
習
録
を
読
み
返
し
て
く
る
の
で
す
が
、
あ
の
頃
は
特
に
藤
元
君
が
、
い
つ
も
僕
を
や
り
玉
に
あ
げ
ま
し
て
、
話
し
の
中
に
僕
の
名
前
が
出
て
こ
な
い
こ

と
は
な
い
で
す
ね
。
け
っ
し
て
誉
め
て
は
く
れ
ま
せ
ん
（
笑
）
。
必
ず
打
ち
消
し
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
ま
た
非
常
に
あ
り
が
た
か
っ
た
と
い
う
か
、
う
れ
し
か
っ

た
面
も
あ
り
ま
す
。
別
に
年
を
取
っ
て
、
丸
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
今
回
は
特
に
そ
う
い
う
思
い
を
強
く
し
て
お
り
ま
す
。

■

一
人
の
念
仏
者
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
こ
と

一
人
の
念
仏
者
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
伊
蘭
林
に
栴
檀
が
芽
を
出
す
と
い

う
譬
え
を
も
っ
て
、
道
綽
は
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
後
の
ほ
う
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
そ
の
伊
蘭
林
と
い
う
言
葉
で
、
「
衆
生
の
身
の
内
の

三
毒
・
三
障
、
無
辺
の
重
罪
に
喩
う
」
と
あ
り
ま
す
。
三
毒
は
、
貪
・
瞋
・
痴
の
三
大
煩
悩
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
三
障
と
い
う
の
は
惑
・
業
・
苦
の
三
道
と
い

う
言
葉
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
惑
い
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
三
毒
の
全
体
が
惑
い
を
起
こ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
同
じ
こ
と
と
い
え

ば
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

■

見
惑
と
修
惑

ま
あ
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
ほ
う
で
は
惑
い
と
い
う
こ
と
に
、
見
惑
と
修
惑
と
い
う
こ
と
を
惑
と
い
う
言
葉
の
中
に
開
い
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、

見
惑
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
知
的
な
惑
い
で
あ
り
ま
す
ね
。
私
ど
も
の
分
別
知
に
よ
っ
て
真
実
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
見
惑
は
、
激
し
く
も
あ
り
、
ま

あ
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
、
強
い
か
た
ち
で
現
れ
も
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
見
道
所
断
と
い
わ
れ
ま
す
ね
。
知
的
な
惑
い
と
い
う
の
は
、
わ

か
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
に
う
な
ず
け
れ
ば
、
そ
の
と
き
一
挙
に
晴
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
見
道
と
い
う
の
は
事
実
に
ふ
れ
、
事
実
が
初
め
て
、
こ
う
見
え
た
と
き

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
一
挙
に
晴
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
修
惑
と
い
う
、
こ
れ
は
、
見
惑
が
知
的
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら
は
情
的
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
藕
糸
と
い
う
言
葉
で
譬
え
ら
れ
ま
す
ね
。
蓮
根
の
糸
で
ご
ざ
い
ま
す
。
蓮
根
は
二
つ
に
切
り
ま
す
と
、
ス
パ
ン
と
切
れ
る
け
れ
ど
も
、
ち
ゃ
ん
と
糸
を
引
い

て
い
る
そ
の
糸
は
な
か
な
か
切
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
修
惑
は
修
道
所
断
、
修
道
は
一
歩
一
歩
で
あ
り
ま
す
ね
。
一
歩
一
歩
身
に
修
め
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、

初
め
て
断
ち
切
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
藕
糸
を
も
っ
て
譬
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
切
れ
た
つ
も
り
が
、
な
お
そ
こ
に
私
を
絡
め
取
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
、

そ
う
い
う
知
的
、
情
的
な
惑
い
と
い
う
か
た
ち
で
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
は
、
や
は
り
真
実
か
ら
遠
く
離
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
真
実
を
見
せ
し
め
な
い
、
真
実
に
会
わ
せ
し
め
な
い
と
い
う
私
ど
も
の
内
な
る

惑
い
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
立
っ
て
、
私
ど
も
が
生
活
を
営
む
業
は
、
い
わ
ゆ
る
身
口
意
の
三
業
を
も
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
の
生
活
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の
営
み
で
あ
り
ま
す
ね
。

で
、
そ
の
惑
に
も
と
づ
い
た
日
々
の
生
活
の
営
み
が
苦
を
結
果
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
惑
が
業
を
生
み
、
業
が
苦
を
結
果
す
る
と
い
う
の
が
三
道
と
い
う
、
私
た
ち

の
有
り
様
が
、
そ
う
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
三
障
と
、
事
実
か
ら
私
を
障
げ
る
と
い
う
三
障
と
い
う
言
葉
で
あ
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
無
辺
の
重
罪
に
喩
う
と
。
そ
れ
に
対
し
て
栴
檀
は
、
衆
生
の
念
仏
の
心
と
い
う
も
の
を
喩
え
て
い
る
の
だ
と
道
綽
禅
師
が
そ
こ
に
お
さ
え

ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

昨
日
、
宗
さ
ん
が
愚
鈍
の
身
、
愚
悪
の
身
と
い
う
こ
と
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
愚
鈍
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
に
鈍
感
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
愚
悪
の
ほ
う
を
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
に
背
い
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
と
い
う
言
葉
で
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
身

の
事
実
が
、
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

■

栴
檀
の
喩
え

し
か
も
そ
う
い
う
愚
鈍
・
愚
悪
の
身
が
、
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
と
、
総
序
の
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
さ
に
た
ま
た
ま
で
あ
り
ま
す
ね
。
「
た
ま
た
ま
行
信
を

獲
ば
、
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
念
仏
の
世
界
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
そ
の
世
界
を
生
き
る
、
歩
む
身
に
さ
れ
る
と
い
う
、
そ

こ
に
栴
檀
と
い
う
喩
え
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
現
実
は
伊
蘭
林
の
他
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
の
中
に
一
本
の
栴
檀
が
芽
生
え
る
と
、

一
人
の
念
仏
者
が
生
ま
れ
出
る
と
き
、
じ
つ
は
そ
の
伊
蘭
林
は
、
こ
こ
に
は
改
変
と
い
う
言
葉
で
、
け
っ
し
て
伊
蘭
林
が
伊
蘭
林
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
け

っ
し
て
な
い
の
で
し
ょ
う
。
我
々
に
と
っ
て
身
の
事
実
は
伊
蘭
林
の
ほ
か
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
、
そ
の
こ
と
の
悲
し
み
が
念
仏
者
に
目
覚
め
さ
せ
出
会
わ
せ
て
い
く
、

そ
の
一
本
の
栴
檀
が
芽
生
え
る
と
き
に
、
そ
の
世
界
の
意
味
が
一
変
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
伊
蘭
林
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど

も
。

■

伊
蘭
林
は
栴
檀
を
出
生
す
る
大
地

そ
の
伊
蘭
林
の
世
界
が
、
じ
つ
は
そ
の
ま
ま
、
こ
れ
は
安
田
先
生
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
。
改
め
て
、
こ
う
い
う
お
言
葉
を
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
こ

と
に
気
づ
か
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
や
は
り
大
地
の
会
で
勤
め
ま
し
た
鸞
音
忌
の
と
き
に
、
安
田
先
生
が
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
出
て
お
り
ま
し

て
、
改
め
て
あ
っ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
間
は
仏
を
出
生
す
る
大
地
で
あ
る
。
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
ま
あ
そ
の
言
葉
は
、
ま
た
皆
様
お
一
人

お
一
人
が
受
け
と
め
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
い
ま
そ
の
言
葉
を
あ
る
意
味
で
お
借
り
し
て
い
え
ば
、
伊
蘭
林
は
栴
檀
を
出
生
す
る
大
地
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
一
本
の
栴
檀
に
よ
っ
て
証
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
一
人
の
念
仏
者
が
生
ま
れ
出
る
と
き
、
人
間
が
念
仏
者
で
あ
る
と
い
う

■ 栴檀の喩え
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こ
と
が
証
さ
れ
て
い
く
。
有
り
様
は
、
ど
こ
ま
で
も
三
毒
・
三
障
、
ま
さ
に
愚
鈍
・
愚
悪
の
身
で
し
か
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
も
一
人
の
念
仏
者
が
そ
の
人
間

と
し
て
の
惑
い
を
尽
く
し
て
、
念
仏
の
歴
史
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
世
界
に
出
会
っ
て
い
か
れ
る
そ
の
と
き
、
そ
の
人
間
が
念
仏
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
さ
れ
て
く

る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
世
に
仏
陀
が
生
ま
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
人
生
が
ま
さ
に
道
と
な
る
こ
と
だ
と
。
確
か
安
田
先
生
の
言
葉
に
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
伊
蘭
林
の
事
実
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
悲
し

む
心
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
い
う
我
が
身
の
、
こ
の
世
の
事
実
を
悲
し
む
心
、
そ
し
て
そ
の
悲
し
む
心
は
、
た
ま
た
ま
会
い
得
た
一
人
の
念
仏
者
に
大
き
な

世
界
を
身
に
感
じ
取
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
始
ま
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
、
こ
こ
の
こ
う
い
う
言
葉
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
一
七
一
頁
の
下
の
ほ
う
に
、

一
科
の
牛
頭
栴
檀
あ
り
。
根
芽
あ
り
と
い
え
ど
も
、
な
お
未
だ
土
を
出
で
ざ
る
に
、
（
聖
典
一
七
一
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
根
芽
あ
り
」
。
そ
の
根
芽
あ
り
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
一
人
、
一
本
の
栴
檀
の
樹
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。

■

根
芽
と
は
道
意

そ
の
根
芽
と
い
う
の
を
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
、
道
意
と
い
う
言
葉
で
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
意
あ
り
と
い
う
、
「
道
意
無
量
の
功
徳
を
顕
現
し
て
、

菩
薩
に
記
を
授
け
、
等
正
覚
を
成
り
」
（
聖
典
四
頁
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
転
法
輪
相
の
結
び
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
転
法
輪
、
つ
ま
り
教
化
と
い
っ
た
ら
何
か

と
い
う
と
、
あ
な
た
の
中
に
道
意
あ
り
と
。
そ
の
道
意
あ
り
と
顕
現
、
顕
わ
に
現
し
て
く
だ
さ
る
。
そ
し
て
そ
の
道
意
に
こ
そ
無
量
の
功
徳
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、

こ
れ
は
教
化
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
『
無
量
寿
経
』
に
お
き
ま
し
て
開
く
と
い
う
、
開
化
衆
生
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
「
開
化
一
切
。
超
過
世
間
、
諸
所
有

法
、
」
（
聖
典
六
頁
）
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
開
化
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
ね
。
開
く
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
新
し
い
の
を
与
え
る
の
が
教
化
で
は
な
い
。
そ
の
人
が

そ
の
内
に
持
っ
て
い
る
そ
の
道
意
を
開
く
、
そ
の
道
意
に
そ
れ
こ
そ
呼
び
戻
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
で
、
そ
こ
に

ま
た
云
わ
く
、
ま
た
『
目
連
所
問
経
』
の
ご
と
し
。
仏
、
目
連
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
た
と
え
ば
万
川
長
流
に
草
木
あ
り
て
、
前
は
後
を
顧
み
ず
、
後
は
前
を
顧

み
ず
、
す
べ
て
大
海
に
会
す
る
が
ご
と
し
。
（
聖
典
一
七
三
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
昨
日
も
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
『
教
行
信
証
』
の
い
ち
ば
ん
最
後
に
あ
げ
て
あ
り
ま
す
「
前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導

き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
」
と
い
う
お
言
葉
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
し
て
、
前
は
後
ろ
を
顧
み
ず
、
後
ろ
は
前
を
顧
み
ず
と
い
う
言
葉
で
書
か
れ
て
お
り
ま
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す
ね
。
こ
れ
は
ま
あ
あ
の
、
引
証
勧
信
の
文
の
中
の
、
証
を
引
き
て
信
を
勧
め
る
と
い
う
科
文
さ
れ
て
い
る
一
段
の
文
章
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
顧
み
ず
と
い
う
、

そ
こ
に
は
無
関
心
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
か
ま
っ
て
お
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
生
活
の
現
実
の
中
で
、
と
て
も
で
な

い
が
、
後
か
ら
来
る
者
を
顧
み
て
は
お
ら
れ
な
い
、
か
ま
っ
て
は
お
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
顧
み
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
結

局
は
顧
み
ら
れ
な
い
と
。
顧
み
る
心
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
て
も
、
生
活
の
事
実
と
し
て
は
、
や
は
り
、
こ
れ
は
例
の
西
光
万
吉
さ
ん
の
「
業
報
に
喘
ぐ
も
の
」
と
い

う
中
で
、

誰
れ
も
彼
れ
も
が
、
二
人
な
ら
ん
で
通
り
得
な
い
、
二
人
つ
ゞ
い
て
通
り
得
な
い
、
唯
一
人
の
み
に
ゆ
る
さ
れ
た
白
道
を
、
各
自
の
業
報
に
喘
ぎ
つ
ゝ
進
み
行
く

相
が
見
ら
れ
る
。
（
部
落
問
題
学
習
資
料
三
六
頁
）

と
出
て
い
ま
す
。
人
間
の
宿
業
の
事
実
は
、
こ
れ
は
白
道
の
譬
え
を
お
さ
え
て
、
白
道
と
い
う
の
は
二
人
が
並
ん
で
は
歩
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
誰
か
に
つ
い

て
歩
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
誰
か
と
肩
を
組
ん
で
一
緒
に
渡
れ
ば
怖
く
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
一
人
一
人
が
誰
に
変
わ
っ
て
も
ら

う
こ
と
も
で
き
な
い
身
の
事
実
を
生
き
て
い
く
の
だ
と
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ
こ
う
い
う
前
は
後
を
顧
み
ず
、
後
は
前
を
顧
み
ず
と
。
そ
の
意
味
で
は
バ
ラ

バ
ラ
な
の
で
し
ょ
う
。
一
人
一
人
な
の
で
す
。
し
か
も
、
「
す
べ
て
大
海
に
会
す
る
が
ご
と
し
」
。
バ
ラ
バ
ラ
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
結
局
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
で

す
。
つ
ま
り
、
例
外
的
存
在
と
い
う
の
は
い
な
い
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
、
具
体
的
な
宿
業
の
事
実
は
違
い
ま
す
が
、
皆
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
業
を
担
っ
て
生
き

て
い
る
。

こ
れ
は
私
ど
も
に
、
何
か
一
つ
の
確
か
さ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
の
出
会
っ
て
い
る
世
界
が
確
か
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
確
か
さ
と
い
う
の
は
私
の
問
題
は
、
私
の
個
人
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
私
の
問
題
が
、
人
間
の
問
題
と
し
て
私
に
担
わ
れ
て
く
る
。
一
人
一
人
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
も
そ
の
問
題
を
抱
え
て
生
き
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
人
生
の
事
実
は
皆
等
し
い
。
そ
こ
に
や
は
り
個
人
の
問
題
を
個
人
的
に

生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
個
人
の
問
題
に
お
い
て
人
間
に
出
会
っ
て
い
く
と
い
う
確
か
さ
で
あ
り
ま
す
ね
。

い
つ
も
ご
紹
介
し
ま
す
よ
う
に
、
善
導
大
師
は

菩
提
心
の
釈
に
つ
い
て
、
善
導
大
師
は
法
に
照
ら
し
て
、
あ
る
い
は
仏
法
の
精
神
、
仏
法
の
ま
な
こ
に
お
い
て
、
「
我
が
身
に
お
い
て
衆
生
性
を
尽
く
す
」
と
い
う
の

が
菩
提
心
で
す
。
「
唯
願

我
身
、
身
同

虚
空

心
斉

法
界

尽

衆
生
性

」
（
真
聖
全
一
・
四
九
二
頁
）

そ
こ
に
法
に
導
か
れ
て
と
い
う
こ
と
で
す

二

一

二

一

二

一

。

ハ
ク
ハ

ガ

ハ

ジ
ク

ニ

ハ

ク

ニ

ク
サ
ン

ノ

ヲ

け
れ
ど
も
、
そ
の
菩
提
心
と
い
う
の
は
、
我
が
身
に
お
い
て
衆
生
性
を
尽
く
す
と
い
う
、
我
が
身
に
お
い
て
人
間
の
事
実
を
尽
く
し
て
い
く
と
い
う
尽
衆
生
性
と
い
う

心
と
し
て
、
善
導
大
師
は
菩
提
心
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

で
、
そ
こ
に
宿
業
は
も
う
一
人
一
人
、
み
ん
な
一
緒
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
世
界
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
う
い
う
、
宿
業
の
身
の
事
実
に
お
い
て
、
初
め
て
感

■ 根芽とは道意
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動
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
と
し
て
何
か
に
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
頭
ま
で
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
ね
。
感
動
と
い
う
こ
と
は
、
宿

業
の
身
に
響
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
身
に
響
い
て
き
た
人
間
の
歩
み
、
人
間
の
叫
び
に
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
込
め
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
改
め
て
、
そ
れ
こ
そ
呼
び
か
け
、
仰
せ
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
教
え
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。

■

敬
白
一
切
往
生
人
等

そ
の
点
で
、
改
め
て
、
「
行
巻
」
の
二
〇
〇
頁
の
最
後
の
行
に
、

敬
い
て
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
、
弘
誓
一
乗
海
は
、
無
碍
、
無
辺
、
最
勝
、
深
妙
、
不
可
説
、
不
可
称
、
不
可
思
議
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
何
を
も
っ

て
の
ゆ
え
に
、
誓
願
不
可
思
議
な
る
が
ゆ
え
に
、
（
聖
典
二
〇
〇
頁
）

と
、
後
は
ず
っ
と
悲
願
で
す
ね
。
大
悲
の
願
心
、
悲
願
が
二
十
七
の
譬
え
を
ず
っ
と
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
地
の
会
の
由
来
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
二
〇
二

頁
の
四
行
目
と
、
そ
れ
か
ら
五
行
お
い
た
そ
の
次
、
二
度
、
「
悲
願
は
大
地
の
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
そ
こ
に
「
三
世
十
方
一
切
如
来
出
生
す
る
が
ゆ
え

に
」
、
次
に
「
よ
く
一
切
の
往
生
を
持
つ
が
ゆ
え
に
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
曾
我
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
改
め
て
、
「
敬
白
一
切
往
生
人
等
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
「
敬
い
て
一
切
の
往
生
人
等
に
白
さ
く
」
と
い
う
、
い
ま
ま
で
何
度
も
目
に
し
て
お
り
ま
す
が
、

だ
い
た
い
読
ん
で
い
く
の
は
「
弘
誓
一
乗
海
は
」
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
敬
白
一
切
往
生
人
等
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
っ
と
読
み
飛
ば
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の

弘
誓
一
乗
海
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
ば
か
り
を
追
っ
か
け
て
お
っ
た
。
し
か
し
、
改
め
て
、
「
敬
白
一
切
往
生
人
等
」
と
、
誰
に
言
わ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
と
、
こ
の
私
に
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
一
切
と
い
う
の
は
、
已
今
当
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
ま
す
が
、
已
に
往
生
人
と
し
て
歩

ん
で
い
か
れ
た
人
、
今
現
に
歩
ん
で
い
る
人
、
今
は
往
生
と
い
う
の
は
と
ん
で
も
な
い
、
仏
と
も
法
と
も
思
わ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
愚
悪
で
あ
り
ま
す
ね
。
い
ち

ば
ん
大
事
な
こ
と
に
背
い
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
々
も
人
間
だ
と
。
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
願
往
生
の
叫
び
な
の
だ
と
い
う
、

当
来
で
す
ね
。
未
来
。
そ
う
い
う
已
今
当
の
往
生
人
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
が
あ
る
意
味
で
座
り
直
し
て
敬
い
て
白
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
ね
。

こ
こ
は
、
何
で
こ
ん
な
言
葉
が
置
か
れ
る
の
か
、
こ
の
文
の
流
れ
か
ら
申
し
ま
す
と
、
な
い
方
が
自
然
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
九
九
頁
の
後
六
行
目
か
ら
が
、
「
教

に
つ
い
て
、
念
仏
と
諸
善
を
比
校
対
論
す
る
に
」
（
聖
典
一
九
九
頁
）
と
あ
っ
て
四
十
七
番
の
相
対
で
す
ね
。
相
対
す
る
、
「
難
易
対
、
頓
漸
対
、
横
竪
対
、
超
渉

対
」
（
同

頁
）
と
四
十
七
の
相
対
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
次
の
頁
に
、
「
こ
の
義
か
く
の
ご
と
し
。
し
か
る
に
本
願
一
乗
海
を
案
ず
る
に
、
円
融
、
満
足
、
極

促
、
無
碍
、
絶
対
不
二
の
教
な
り
」
（
聖
典
二
〇
〇
頁
）
と
お
さ
え
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
今
度
は
、
「
機
に
つ
い
て
対
論
す
る
に
」
と
し
て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は

十
一
の
相
対
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
や
は
り
、
結
び
に
、
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こ
の
義
か
く
の
ご
と
し
。
し
か
る
に
一
乗
海
の
機
を
案
ず
る
に
、
金
剛
の
信
心
は
絶
対
不
二
の
機
な
り
。
知
る
べ
し
。
（
聖
典
二
〇
〇
頁
）

と
お
さ
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
次
に
移
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
一
乗
海
と
お
さ
え
ら
れ
た
の
を
受
け
て
、
「
弘
誓
一
乗
海
は
、
無
碍
、
無
辺
、
」
と
い
っ
て
済
む
、

済
む
と
い
い
ま
す
か
、
す
ー
っ
と
続
く
の
で
あ
り
ま
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
と
い
う
人
は
そ
こ
に
改
め
て
、
「
敬
白
一
切
往
生
人
等
」
と
い
う
言
葉
を
置
い
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
あ
な
た
往
生
人
よ
と
い
う
呼
び
か
け
で

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
往
生
人
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
者
と
し
て
、
こ
こ
に
呼
び
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
知
ら
さ
れ
て
く
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
が
敬
白
と
い
う
、
敬
い
て
白
す
、
ま
あ
こ
の
言
葉
で
す
ね
。
ま
さ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
あ
い
ま
ま
で
、
そ
ん
な
言
葉
を
全
部
飛
ば
し
て
、
問
題
ば
か
り
を
追
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
わ
け
で
す
が
、
何
か
そ
う
い
う
、
「
敬
白
一
切

往
生
人
等
」
と
、
そ
こ
に
往
生
人
の
事
実
に
呼
び
返
さ
れ
る
。
そ
こ
に
初
め
て
、
そ
れ
こ
そ
開
化
衆
生
と
い
う
こ
と
が
開
か
れ
て
く
る
。
こ
の
大
地
の
会
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
「
敬
白
一
切
往
生
人
等
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
う
な
が
さ
れ
て
集
う
た
場
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
が
往
生
人
と
い
う
、
そ
の
心
に
お
い

て
出
会
う
、
教
化
と
い
う
こ
と
は
場
の
は
た
ら
き
だ
と
。

こ
れ
は
曇
鸞
の
『
論
註
』
で
あ
り
ま
す
ね
。
菩
薩
四
種
功
徳
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
「
「
無
垢
輪
」
と
は
仏
地
の
功
徳
な
り
」
（
聖
典
二
八
八
頁
）
と
、
無
垢

輪
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
に
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
諸
仏
を
供
養
し
衆
生
を
教
化
す
る
と
い
う
営
み
は
、
仏
地
の
功
徳
だ
と
。
仏
地
の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
仏
地
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
い
は
仏
地
に
呼
び
返
さ
れ
て
、
仏
地
に
お
い
て
出
会
う
と
い
う
場
と
し
て
、
こ
う
い
う
大
地
の
会
が
住
持
さ
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
こ
の
一
言
が
、
ま
さ
に
身
に
聞
き
取
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
こ
の
大
地
の
会
に
お

き
ま
し
て
、
こ
れ
は
大
地
の
会
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
こ
の
大
地
の
会
に
、
常
に
最
初
に
三
帰
依
文
が
唱
和
さ
れ
ま
す
が
、
あ
の
言
葉
も
ど
こ
ま
で
聞
い
て
い
る

か
で
す
ね
。
口
に
は
し
て
お
り
ま
す
が
、
習
慣
で
も
良
い
習
慣
と
悪
い
習
慣
と
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
習
慣
的
に
よ
く
済
ま
し
て
し
ま
う
。
だ
け
れ
ど
も
、

最
初
の
一
句
だ
け
で
も
、
「
人
身
受
け
が
た
し
今
す
で
に
受
く
、
仏
法
聞
き
が
た
し
今
す
で
に
聞
く
」
と
、
あ
の
言
葉
が
ほ
ん
と
う
に
身
の
叫
び
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ

で
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
言
葉
で
開
か
れ
て
い
く
場
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
あ
そ
の
意
味
で
、
何
か
言
葉
に
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
そ

れ
こ
そ
、
こ
の
大
地
の
会
の
、
私
に
と
っ
て
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
改
め
て
今
回
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
、
皆
様
の
力
で
ま
た
、
こ
の
会
が
住
持
さ
れ
て

い
き
ま
す
こ
と
念
じ
て
、
ち
ょ
っ
と
早
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
は
こ
れ
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
〇
四
年
六
月
一
六
日
）

■ 敬白一切往生人等


