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第
一
講

n

大
地
の
名
の
名
の
り
と
「
載
養
」

今
年
も
皆
様
の
お
陰
で
こ
の
「
大
地
の
会
」
と
い
う
名
に
お
い
て
集
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
バ
タ
バ
タ
ば
か
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
座
り
直
し
て
聞

法
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
久
し
ぶ
り
に
こ
う
し
て
座
わ
り
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ま
あ
言
う
な
ら
ば
、
だ
い
ぶ
粘
っ
て
い
た
血

が
新
し
く
流
れ
出
し
て
い
く
よ
う
な
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
。
会
の
名
前
と
い
う
も
の
は
や
は
り
そ
の
会
を
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
場
を
も
ち
た
い
と
い
う
願
い
を

名
の
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
表
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
「
大
地
」
と
い
う
名
の
り
で
す
ね
。
善
導
大
師
は
「
載
養
」
と
い
う
言
葉
で
大
地
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
地
の
よ
く
載
養

し
」
（
聖
典
二
一
八
頁
）
と
い
う
言
葉
で
す
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
上
に
載
せ
る
、
ま
あ
支
え
て
い
る
そ
の
「
載
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
論

註
』
に
は
「
軽
重
を
論
ぜ
ず
」
（
聖
典
二
七
四
頁
）
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
『
無
量
寿
経
』
で
は
「
浄
穢
・
好
悪
、
異
心
な
き
が
ゆ
え
に
」
（
聖
典
五
五
頁
）
と
い
う

言
葉
で
「
載
」
、
載
せ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
平
等
心
の
は
た
ら
き
が
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
同
時
に
ご
承
知
の
よ
う
に
、
ず
っ
と
一
貫
し
て
こ
の
講
義
録

（
別
冊
）
の
表
に
印
刷
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
曽
我
先
生
が
お
書
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
「
行
巻
」
の
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
で
す
ね
。
「
三
世
十
方
一
切
如
来
出

生
す
る
が
ゆ
え
に
」
（
聖
典
二
〇
二
頁
）
、
「
出
生
す
る
」
と
い
う
、
い
の
ち
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
同
時
に
い
ま
一
つ
「
よ
く
一
切
の
往
生
を
持
つ
が
ゆ
え
に
」

（
同

頁
）
と
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
往
生
の
歩
み
を
持(

た
も)

つ
。
そ
う
い
う
、
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
の
歩
み
を
持
っ
て
い
く
。
「
載
養
」
と
い

う
言
葉
を
さ
ら
に
開
い
て
申
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
私
た
ち
に
と
り
ま
し
て
「
大
地
の
会
」
と
い
う
の
は
、

そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
異
な
り
の
ま
ま
に
、
し
か
も
共
に
生
ま
れ
出
て
い
く
歩
み
を
保
た
れ
て
い
く
と
い
う
場
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
場
と
し
て
今
日

ま
で
、
ほ
ん
と
う
に
ま
あ
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
育
て
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
わ
け
て
ご
ざ
い
ま
す
。

場
の
は
た
ら
き
で
す
ね
。
場
が
は
た
ら
く
。
個
人
的
な
能
力
に
よ
っ
て
育
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
共
に
そ
こ
に
出
遇
っ
た
そ
の
場
の
は
た
ら
き
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
場
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
具
体
的
に
は
雰
囲
気
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
宗
さ
ん
が
、
こ
の
会
の
は
じ
め
の
頃

は
前
の
ほ
う
に
お
年
寄
り
の
方
が
ず
っ
と
座
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
つ
い
先
日
、
北
海
道
の
人
た

ち
が
な
か
な
か
京
都
ま
で
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
、
旭
川
に
集
ま
ら
れ
て
、
毎
年
や
は
り
「
大
地
の
会
」
の
名
で
聞
法
会
を
開
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
も

う
三
十
年
以
上
続
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
北
海
道
の
大
地
の
会
の
発
起
人
で
も
あ
り
、
世
話
を
ず
っ
と
し
て
こ
ら
れ
た
人
は
、
今
年
そ
の
大
地
の
会
に
行
き
ま
し
た
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と
き
に
、
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
が
大
学
を
出
て
一
番
最
初
に
こ
の
京
都
の
大
地
の
会
に
行
っ
た
と
。
で
、
と
も
か
く
安
田
先
生
の

話
は
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
わ
か
ら
な
い
話
を
前
の
ほ
う
に
お
ら
れ
る
お
年
寄
り
の
方
が
身
を
乗
り
出

す
よ
う
に
し
て
聞
い
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
姿
が
焼
き
つ
い
て
離
れ
ん
の
だ
と
。
そ
の
姿
が
今
日
ま
で
と
も
か
く
僕
を
歩
ま
せ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
思
う
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
以
前
に
は
福
永
光
司
先
生
と
か
、
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
神
戸
大
学
の
陸
井
四
郎
先
生
と
か
、
そ
う
い
う
先
生
方
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し

て
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
先
生
方
が
ほ
と
ん
ど
異
口
同
音
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
が
、
最
初
に
こ
こ
へ
来
て
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
ひ
ょ
い

と
前
を
見
た
ら
、
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
が
座
っ
て
お
ら
れ
る
と
、
ど
う
し
よ
う
と
思
っ
た
と
。
大
学
の
先
生
は
そ
う
い
う
方
々
に
向
か
っ
て
お
話
し
を
し
た
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ど
う
し
て
も
大
学
で
の
話
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
ど
う
す
り
ゃ
い
い
だ
ろ
う
と
、
ど
ぎ
ま
ぎ
し
た
と
。
だ
け
ど
そ
の
う
ち
に
、
自
分
が

話
を
す
る
け
っ
こ
う
面
倒
な
話
を
そ
の
お
年
寄
り
の
方
が
目
を
輝
か
せ
て
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
非
常
に
感
動
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

n

雰
囲
気

や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
雰
囲
気
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
お
年
寄
り
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
若
い
人

が
集
う
集
い
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
雰
囲
気
で
す
ね
。
雰
囲
気
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
で
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
一
人
一
人
の
姿
勢
が
場
の
雰
囲

気
を
醸
し
出
し
て
い
く
の
で
す
が
、
し
か
も
そ
の
全
体
の
雰
囲
気
が
ま
た
一
人
一
人
を
育
み
支
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
場
と
し
て
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
は
と
く
に
大
地
の
会
と
い
う
こ
の
場
に
ず
っ
と
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
こ
と
に
強
く
そ
の
こ
と
を
感
ず
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
大
地
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
三
世
十
方
の
如
来
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
る
と
い
う
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
「
如
来
」

と
い
う
言
葉
を
、
こ
の
会
の
発
足
の
と
こ
ろ
で
思
い
返
し
ま
す
と
、
安
田
先
生
は
「
真
人
」
と
い
う
言
葉
で
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
あ
真
人
と
い
う
言
葉
も
、

い
ま
の
方
々
は
あ
ま
り
お
聞
き
に
な
る
こ
と
も
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
宗
さ
ん
と
私
と
二
人
で
真
人
社
と
い
う
先
輩
方
の
歩
み
の
な
か
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た

『
真
人
』
と
い
う
雑
誌
の
編
集
を
担
当
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
っ
て
、
ま
あ
一
つ
の
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
「
大
地
の
会
」
と
い
う
、
あ
ら
た
め
て
聞

き
直
そ
う
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
一
九
六
二
年
、
昭
和
三
十
七
年
に
こ
の
「
大
地
の
会
」
と
い
う
名
で
始
ま
り
ま
す
前
の
年
に
、
そ
れ
こ

そ
全
国
の
三
十
代
の
有
志
に
呼
び
か
け
て
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
大
変
な
話
し
合
い
の
場
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
し
か
三
泊
四
日
く
ら
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ

の
と
き
安
田
先
生
が
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
講
義
の
な
か
で
「
真
人
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
真
人
と
い
う
の
は
一
人
一
人
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実際の共同体の破壊は想像の共同体に狂信的になる

で
あ
り
つ
つ
同
時
に
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
あ
り
よ
う
と
し
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
自
分
と
い
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ

の
自
分
、
自
己
と
い
う
も
の
は
、
一
人
一
人
が
バ
ラ
バ
ラ
で
孤
立
し
た
自
己
と
、
同
時
に
一
人
一
人
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
こ
に
共
同
体
が
生
き
ら
れ
て
お
る
と
い

う
、
一
人
一
人
で
あ
り
つ
つ
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
を
安
田
先
生
は
そ
の
と
き
独
立
し
た
自
己
と
い
う
言
い
方
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
孤
立
し
た
自
己
と
独
立
し
た
自
己
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
相
関
し
て
共
同
体
と
い
う
こ
と
に
も
実
存
的
共
同
体
と
実
存
的
で
な
い
共
同
体
と
、

そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
実
存
的
と
い
う
言
葉
は
た
い
へ
ん
面
倒
な
言
葉
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
宗
さ
ん
が
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
な
か

で
の
お
言
葉
に
重
ね
て
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
宿
業
本
能
、
曽
我
先
生
の
言
葉
で
い
え
ば
宿
業
本
能
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
宿
業
の
身
を
回
復
し
て
く
る
よ
う

な
自
己
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
も
か
く
そ
こ
に
そ
う
い
う
独
立
し
た
自
己
、
そ
し
て
独
立
し
た
一
人
一
人
の
存
在
に
お
い
て
生
き
ら
れ
て
い
く
共
同
体
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
安
田
先
生
は
そ
う
い
う
真
人
た
れ
と
い
う
願
い
を
あ
の
と
き
私
ど
も
に
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
ん
だ
な
と
、
あ
ら
た
め

て
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
返
し
て
お
り
ま
し
た
。

n

実
際
の
共
同
体
の
破
壊
は
想
像
の
共
同
体
に
狂
信
的
に
な
る

で
、
先
ほ
ど
宗
さ
ん
が
科
学
技
術
の
発
達
、
あ
る
い
は
都
市
化
、
そ
う
い
う
こ
と
を
と
お
し
て
い
ろ
ん
な
側
面
で
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
現
代
の
問
題
を
ご
指
摘
い

た
だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
共
同
体
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
一
昨
日
で
し
た
か
、
『
朝
日
新
聞
』
に
ア
メ
リ
カ
の
作
家
で
あ
り
評
論
家
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
そ
う
で
す
が
、
私
は
そ
の
方
の
こ
と
は
そ
の
新
聞
で
は
じ
め
て
お
名
前
を
知
っ
た
の
で
す
が
、
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
ダ
ク
と
い
う
名
前
の
方
な
の
で
す

が
、
そ
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
載
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
そ
の
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
ダ
ク
と
い
う
方
が
、
「
実
際
の
共
同
体
が
破
壊
さ
れ
た
と
き
、
人
々

は
想
像
の
共
同
体
に
狂
信
的
に
な
る
」
と
。
実
際
の
共
同
体
と
い
う
言
葉
で
ど
う
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
は
受
け
と
め
ら
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
こ
そ
地
縁
で
も
な
い
血
縁
で
も
な
い
、
ま
し
て
や
利
益
で
も
な
い
、
身
に
受
け
て
い
る
い
の
ち
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
共
同
体
、

い
の
ち
そ
の
も
の
が
い
の
ち
の
事
実
と
し
て
も
っ
て
い
る
共
同
体
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
見
失
わ
れ
る
と
、
想
像
の
共
同
体
、
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
描
く
共
同
体
で

す
ね
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
か
た
ち
で
思
い
描
く
か
、
そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
が
宗
教
的
に
思
い
描
か
れ
た
共
同
体
、
あ
る
意
味
で
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど

は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
想
像
さ
れ
た
共
同
体
を
狂
信
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
姿
だ
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

あ
る
い
は
い
ま
、
い
よ
い
よ
混
迷
を
重
ね
て
お
り
ま
す
あ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
現
実
、
そ
こ
で
の
民
族
と
い
う
共
同
体
で
す
ね
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
民
族
の
分

裂
・
対
立
に
つ
い
て
は
よ
く
ご
存
知
か
と
思
う
の
で
す
が
、
「
ス
ラ
ー
ダ
の
日
記
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
当
時
サ
ラ
エ
ボ
に
住
ん
で
い
た
十
一
歳
の
少
女
が
一
九
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九
二
年
、
そ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
の
内
戦
の
な
か
で
ず
っ
と
書
き
続
け
た
日
記
が
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
要
す
る
に
「
馬
鹿
げ
た
政
治
が
こ
の
戦

争
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。
で
、
「
戦
争
は
日
を
消
し
去
っ
て
、
そ
れ
を
恐
怖
で
置
き
換
え
、
い
ま
で
は
新
し
い
日
の
代
わ
り
に
恐
怖
が
巡
っ
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」
と
。
毎
日
毎
日
、
目
が
覚
め
る
と
も
う
恐
怖
が
身
を
包
む
。
「
こ
の
政
治
と
は
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
モ
ス
ル
ム
人
の
こ
と
の
よ
う
で

す
。
で
も
彼
ら
は
皆
同
じ
人
間
な
の
で
す
。
違
い
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
手
が
あ
っ
て
、
足
が
あ
っ
て
、
頭
が
あ
っ
て
、
歩
い
た
り
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
な

の
に
こ
の
三
つ
の
人
た
ち
を
違
う
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
何
か
が
あ
る
の
で
す
」
と
、
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
十
一
歳
の
少
女
が
訴
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の

「
違
い
な
ん
て
な
い
」
「
皆
、
手
が
あ
っ
て
、
足
が
あ
っ
て
、
頭
が
あ
っ
て
、
歩
い
た
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
て
い
る
同
じ
人
間
」
だ
と
、
そ
う
い
う
同
じ
人
間
の
上

に
こ
う
い
う
三
つ
の
違
っ
た
存
在
と
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
う
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
さ
に
そ
う
い
う
皆
同
じ
と
い
う
い
の
ち
の
事
実
の
と
こ
ろ
で
の
連
帯
が
破
ら
れ
る
と
き
に
、
民
族
の
名
に
お
い
て
、
宗
教
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
他
も

ろ
も
ろ
の
い
ろ
ん
な
名
目
に
お
い
て
、
し
か
も
そ
の
名
目
は
多
く
の
場
合
、
名
目
自
体
は
す
ば
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
名
目
に
お
い

て
人
々
の
関
係
を
破
壊
し
、
人
間
性
を
奪
い
取
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
。
狂
信
的
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
共
同
体
を
求
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
人
間
は
一
人
荒
野
を
行
く
と
い
う
よ
う
に
は
生
き
て
い
け
な
い
。
た
と
え
一
人
荒
野
を
行
く
と
い
う
よ
う
に
、
我
一
人
行
く
ん
だ
と
い
う
強

い
人
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
が
じ
つ
は
ほ
ん
と
う
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
こ
に
や
は
り
人
間
と

し
て
共
に
共
同
体
を
求
め
て
い
る
。
求
め
て
お
り
な
が
ら
開
か
れ
て
こ
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
共
同
体
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
対
立
し
、
分
裂
し
、
争
う
と

い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
何
か
そ
こ
に
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
そ
の
共
同
体
が
成
り
立
ち
得
る
の
か
、
そ
う
い
う
共
同
体
を
失
う
と
き
人
間
は
人
間
で
あ
る
こ

と
を
失
う
。

n

「
真
実
の
教
」
は
共
同
体
を
開
く
は
た
ら
き

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
共
同
体
を
開
く
は
た
ら
き
と
し
て
は
じ
め
て
「
真
実
の
教
」
と
。
す
べ
て
の
人
々
を
真
人
と
し

て
見
い
だ
し
、
真
人
と
し
て
互
い
に
そ
の
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
て
い
く
と
い
う
歩
み
を
呼
び
覚
ま
す
、
そ
う
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
「
真
実
の
教
」
と
い
う

こ
と
は
な
い
の
で
な
い
か
。
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
が
「
真
実
の
教
」
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
経
典
の
教
え
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
発
起
序
の
一
段
、
つ
ま
り
阿
難
と
釈

尊
の
出
遇
い
の
一
段
だ
け
が
「
真
実
の
教
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私
な
り
に
少
し
問
う
て
い
き
た
い
と
い
う
よ
う
に

思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

n

真
実
性
と
は
、
時
代
社
会
に
宿
業
の
身
を
も
っ
て
生
き
る

真実の教 第一講99
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「
真
実
の
教
」
、
「
教
」
と
い
う
も
の
は
決
し
て
、
少
な
く
と
も
親
鸞
聖
人
に
あ
っ
て
は
「
教
」
は
教
義
で
は
な
い
で
す
ね
。
た
ん
に
真
如
と
い
う
も
の
を
法
と
し

て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
教
え
の
真
実
性
が
そ
こ
に
説
か
れ
て
あ
る
法
の
真
理
性
、
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て

は
決
し
て
見
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
時
代
社
会
に
そ
れ
こ
そ
宿
業
の
身
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
そ
の
私
た
ち
の
上
に
そ
の
教
え
が
開

い
て
く
る
世
界
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
実
性
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
が
ま
ず
一
つ
あ
る
わ
け
で
す
が
、
言
い
か
え
ま
す
と
、
私
た
ち
の
苦
悩
を
抜
き
に
し
て
教
え
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時
代
社
会
に
宿
業
の
身
を
も
っ

て
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
人
間
と
し
て
苦
悩
す
る
と
い
う
こ
と
が
免
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
生
活
の
事
実
を
離
れ
て
教
と
い
う
も
の
は
あ
り

得
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
事
実
を
離
れ
た
た
ん
な
る
教
理
と
し
て
高
く
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
生
き
た
教
え
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

仏
法
が
滅
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
教
え
が
た
ん
な
る
教
理
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。

n

ブ
ー
バ
ー
の
「
行
き
違
い
」

そ
の
人
間
と
し
て
の
苦
悩
は
、
も
ち
ろ
ん
い
ろ
ん
な
問
題
が
迫
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
基
本
的
に
言
い
ま
し
て
も
四
苦
八
苦
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
説
か

れ
て
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
い
ま
の
場
合
に
一
つ
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
出
遇
い
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
、
共
同
体
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
事
実

と
し
て
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
と
い
う
方
が
「
行
き
違
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
ブ
ー
バ
ー
と
い
う
方
の
ご
両
親
は
ブ
ー
バ
ー
が

三
つ
の
と
き
に
離
婚
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
ブ
ー
バ
ー
は
父
方
の
祖
父
母
に
預
け
ら
れ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
ブ
ー
バ
ー
少
年
は
そ
れ
で

も
い
つ
か
は
お
母
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
隣
の
家
の
年
上
の
友
達
で
あ
る
娘
さ
ん
が
あ
る
時
、
も
う
あ
ん
た
の
お
母

さ
ん
は
絶
対
に
帰
っ
て
来
な
い
よ
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ま
あ
ブ
ー
バ
ー
少
年
に
と
っ
て
非
常
に
深
い
シ
ョ
ッ
ク
に
な
る
わ
け
で
す
。
歳
と
と
も
に
そ
の
シ
ョ
ッ

ク
が
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
こ
の
こ
と
は
た
だ
私
の
個
人
的
な
問
題
で
は
な
い
、
ど
う
も
人
類
そ
の
も
の
に
関
係
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ブ

ー
バ
ー
は
感
じ
は
じ
め
た
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
と
人
間
と
の
間
の
真
の
出
会
い
の
欠
如
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
自
分
は
「
行
き
違
い
」
と
い
う

言
葉
を
作
り
出
し
た
と
、
ブ
ー
バ
ー
氏
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
「
行
き
違
い
」
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
出
会
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の

で
す
ね
。
現
に
出
会
っ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
出
会
い
を
深
く
願
っ
て
お
り
な
が
ら
出
会
え
な
い
。
出
会
い
を
求
め
て
い
る
の
に
出
会
え
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
出
会
お
う
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
行
き
違
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
私
た
ち
の
悲
し
み
を
ブ
ー
バ
ー
は
「
行
き
違
い
」
と
い
う
言
葉
で
言

い
表
さ
れ
た
。

n

「
真
実
の
教
」
は
そ
の
「
行
き
違
い
」
を
破
っ
て
真
の
出
遇
い
を
た
ま
わ
る

ブーバーの「行き違い」
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そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
当
然
、
じ
つ
は
自
己
自
身
と
の
行
き
違
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
周
り
の
人
た
ち
と
出
会
え
な
い
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
い
。
そ
の
周
り
の
人
た
ち
と
出
遇
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
自
分
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
何
か
常
に
今
現
に
あ
る
自

分
の
あ
り
方
に
違
和
感
を
も
っ
て
い
る
。
何
か
こ
う
で
は
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
自
己
自
身
と
の
行
き
違
い
で
す
。
人
間
と
人
間

と
の
真
の
出
遇
い
の
欠
如
は
自
己
と
の
出
遇
い
の
欠
如
と
一
つ
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
私
は
私
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
、

私
は
私
の
そ
れ
こ
そ
宿
業
の
身
に
お
い
て
た
ま
わ
っ
て
い
る
い
の
ち
を
尽
く
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
、
そ
う
い
う
共
同
体
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
別
の

こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
「
行
き
違
い
」
を
破
っ
て
、
こ
の
私
の
上
に
真
の
出
遇
い
を
と
お
し
て
自
己
を
た
ま
わ
る
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
う
な
ず
か
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
こ
に
は
こ
の
時
代
社
会
に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
時
代
社
会
を
生
き
る
私
に
応
え
る
教
え
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し

そ
こ
に
は
常
に
そ
れ
が
た
ん
に
恣
意
の
世
界
、
私
的
な
思
い
を
満
た
す
、
ま
あ
主
観
的
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
教
え
と
い
う
意
味

を
も
た
な
い
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
身
の
事
実
に
応
え
て
く
だ
さ
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
と
、
し
か
し
そ
れ
は
恣
意
の
世
界

で
は
な
い
か
、
仏
法
を
私
的
な
思
い
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
か
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
問
い
返
し
は
非
常
に
厳
し
く
親
鸞
聖
人
に
お
い
て

は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

だ
い
た
い
比
叡
山
時
代
の
後
の
十
年
で
す
ね
、
十
九
歳
か
ら
二
十
九
歳
の
間
の
十
年
間
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
の
問
い
続
け
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
の

で
す
ね
。
は
た
し
て
そ
れ
が
仏
道
と
い
え
る
の
か
と
、
法
然
上
人
の
お
名
前
も
聞
き
、
自
分
の
周
り
の
人
々
が
夜
な
夜
な
山
を
下
り
て
、
そ
の
教
え
を
聞
き
に
い
っ
て

い
る
、
そ
う
い
う
な
か
で
親
鸞
聖
人
は
吉
水
に
足
を
向
け
よ
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
何
か
そ
う
い
う
非
常
に
執
拗
な
問
い
返
し
が
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
執
拗
な
問
い
返
し
を
く
ぐ
っ
て
、
つ
い
に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
回
心
が
体
験
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

と
も
か
く
そ
こ
に
、
「
真
実
の
教
」
と
。
い
ま
ま
で
「
教
巻
」
の
結
嘆
の
六
つ
の
言
葉
の
な
か
か
ら
「
時
機
純
熟
の
真
教
」
と
い
う
言
葉
と
、
「
一
乗
究
竟
の
極

説
」
と
い
う
言
葉
を
と
く
に
取
り
上
げ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
で
三
回
で
す
か
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
い
っ
た
い
「
真
実

の
教
え
」
と
は
何
だ
と
、
「
教
え
」
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
と
く
に
そ
こ
に
「
真
実
の
教
」
と
い
わ
れ
て
あ
る
意
味
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
う
い
う

こ
と
を
少
し
で
も
自
分
な
り
に
は
っ
き
り
で
き
た
ら
と
い
う
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
宗
さ
ん
が
午
前
中
に
お
話
し
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
の
お
話
し
も
聞
い
て
お
り
ま
し
て
、
も
う
少
し
聞
き
た
い
の
で
す
ね
。
あ
れ
は
ど
う
に
も
二

時
間
で
は
足
り
ま
せ
ん
よ
。
ぜ
ひ
事
務
局
の
方
、
来
年
は
も
う
少
し
宗
先
生
の
時
間
を
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
あ
ら
た
め
て
い
ろ
い
ろ
と
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た

真実の教 第一講99
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こ
と
を
受
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

n

「
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」

親
鸞
聖
人
が
真
実
の
教
と
し
て
「
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
「
教
巻
」
の
巻
頭
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
非
常
に
強
い
響
き
を

も
っ
て
、
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
夫
れ
」
と
い
う
言
葉
は
発
端
の
言
葉
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
深
く
注
意
を
う
な
が
す
と
い
う
こ
こ
ろ
が
込
め
ら
れ
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
、

そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。

（
聖
典
一
五
二
頁
）

と
、
こ
の
「
則
ち
」
と
い
う
、
こ
の
「
則
」
と
い
う
字
が
、
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
「
レ
バ
則
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
…
…
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は

お
の
ず
と
」
と
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
た
「
す
な
わ
ち
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
仮
名
聖
教
の
な
か
で
何
ヵ
所
か
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た

と
え
ば
『
一
念
多
念
文
意
』
の
と
こ
ろ
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

『
則
』
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
と
い
う
、
の
り
と
も
う
す
こ
と
ば
な
り
。
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
一
念
す
る
に
、
か
な
ら
ず
、
も
と
め
ざ
る
に
無
上
の
功
徳
を
え

し
め
、
し
ら
ざ
る
に
広
大
の
利
益
を
う
る
な
り
。
自
然
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
さ
と
り
を
、
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
法
則
な
り
。
法
則
と
い
う
は
、
は
じ
め
て
行
者
の
は
か

ら
い
に
あ
ら
ず
。
も
と
よ
り
不
可
思
議
の
利
益
に
あ
ず
か
る
こ
と
、
自
然
の
あ
り
さ
ま
と
も
う
す
こ
と
を
し
ら
し
む
る
を
、
法
則
と
は
い
う
な
り
。
一
念
信
心
を

う
る
ひ
と
の
あ
り
さ
ま
の
自
然
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
を
、
法
則
と
は
も
う
す
な
り
。

（
聖
典
五
三
九
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
『
大
経
』
の
言
葉
に
即
し
て
「
則
」
と
い
う
字
が
と
く
に
お
さ
え
ら
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、

と
も
か
く
そ
こ
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
お
の
ず
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
法
則
性
と
い
う
意
味
が
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
ま
の
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
真
実
の
教
は
、
「
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
が
自
分
の
主
観
で
選
ば
れ
た
わ

け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
経
典
を
読
み
比
べ
て
み
て
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
だ
と
い
う
よ
う
に
親
鸞
聖
人
が
自
分
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
選
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
言
う
な
ら
ば
、
歴
史
の
現
実
と
な
っ
て
私
の
上
に
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
そ
の
事
実
に
お
い
て
、
「
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な

り
」
と
う
な
ず
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
「
真
実
の
教
を
顕
せ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
、
『
大
無
量
寿
経
』

に
説
か
れ
て
あ
る
教
え
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
経
説
を
真
実
の
教
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
言
う
な
ら
ば
、

『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
こ
れ
が
ひ
と
つ
問
わ
れ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ

て
あ
る
経
説
は
真
実
だ
と
、
こ
れ
で
す
と
、
あ
る
意
味
で
は
私
た
ち
の
常
識
的
な
頭
に
も
そ
れ
な
り
に
納
得
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
言
葉
の
意
味
は
う
な
ず
か
れ
る
の

「真実の教を顕さば、すなわち『大無量寿経』これなり」
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で
す
が
、
い
ま
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
経
が
「
真
実
の
教
」
、
経
典
そ
の
も
の
を
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
の
題
目
、
題
名
の
あ
げ
ら
れ
方
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

な
ぜ
「
仏
説
無
量
寿
経
」
と
い
わ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
こ
そ
非
常
に
高
々
と
強
い
調
子
で
「
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
」
と
真
っ
向
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
そ
こ
に
は
経
典
の
名
を
あ
げ
る
と
き
に
も
、
そ
の
経
典
の
フ
ル
ネ
ー
ム
、
正
し
い
名
を
あ
げ
ら
れ
て
当
然
だ
と
思
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
は
そ

う
で
は
な
く
て
、
「
大
無
量
寿
経
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
通
名
と
い
い
ま
す
か
、
通
じ
て
の
名
で
す
ね
。
歴
史
的
に
は
道
綽
禅
師
が
「
無
量
寿
大
経
」
と
い
う
言
い

方
を
さ
れ
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
『
安
楽
集
』
の
な
か
に
「
大
経
」
と
い
う
言
い
方
、
そ
し
て
そ
れ
に
並
べ
て
「
観
経
」
「
小
経
」
と
い
う
言
い
方
が
『
安
楽
集
』
に
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

n

『
大
無
量
寿
経
』
の
大

た
だ
そ
の
場
合
に
、
道
綽
の
と
き
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
「
大
」
と
い
う
言
い
方
は
「
勝
」
「
多
」
と
い
う
の
が
伝
統
の
お
さ
え
方
で
す
ね
。
大
と
い
う
の
は
、

内
容
的
に
勝
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
内
容
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
内
容
的
に
多
い
と
い
う
の
は
た
だ
分
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
双
巻
経
と

言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
二
つ
の
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
内
容
と
い
う
の
は
ご
承
知
の
よ
う
に
憬
興
師
の
言
葉
に
聖
典
の
「
行
巻
」
に
は
、

如
来
の
広
説
に
二
あ
り
。
始
め
に
は
広
く
如
来
浄
土
の
因
果
、
す
な
わ
ち
所
行
・
所
成
を
説
き
た
ま
え
る
な
り
。
後
に
は
広
く
衆
生
往
生
の
因
果
、
す
な
わ
ち
所

摂
・
所
益
を
顕
し
た
ま
な
り
。

（
聖
典
一
八
二
頁
）

と
あ
り
ま
し
て
、
上
巻
は
「
如
来
浄
土
の
因
果
」
を
あ
ら
わ
し
、
下
巻
は
「
衆
生
往
生
の
因
果
」
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
内
容
が
二
つ
あ
る
。
そ
こ
に
と
く
に
「
大
」
と

い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
ど
う
も
私
に
は
こ
の
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
の
名
の
あ
げ
方
で
す
ね
、
親
鸞
聖
人
が
『
大
無
量
寿
経
』
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
『
無

量
寿
経
』
を
「
大
経
」
と
い
う
名
で
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
で
す
ね
。
『
観
経
』
『
小
経
』
と
区
別
し
て
『
無
量
寿
経
』
を
「
大
経
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
、
ど

う
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
思
え
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
や
は
り
「
大
無
量
寿
経
」
と
い
う
名
は
道
綽
に
よ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
『
観
経
』
『
小
経
』
と
三

部
の
経
典
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
じ
つ
は
直
接
に
は
『
無
量
寿
経
』
に
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
『
無
量
寿
経
』

の
な
か
に
『
観
経
』
『
小
経
』
の
説
か
れ
て
い
る
心
が
包
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
あ
ご
承
知
の
よ
う
に
、
大
経
和
讚
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
十
二
首
目
に
、
「
観
経
一
部
に
あ
ら
わ
し
て

定
散
諸
機
を
す
す
め
け
り
」
（
聖
典

四
八
四
頁
）
と
、
大
経
和
讚
の
な
か
に
観
経
の
名
前
、
そ
れ
か
ら
十
五
首
目
に
は
「
弥
陀
経
に
あ
ら
わ
し
て

一
乗
の
機
を
す
す
め
け
る
」
（
同

頁
）
と
、
こ
の
大
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経
和
讚
の
な
か
に
『
観
経
』
『
小
経
』
が
説
か
れ
た
心
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。

同
時
に
こ
れ
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
五
存
七
欠
と
い
っ
て
、
五
つ
存
在
し
て
七
つ
亡
く
な
っ
て
い
る
異
訳
の
『
無
量
寿
経
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。

何
度
も
翻
訳
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
の
原
本
は
同
じ
で
翻
訳
し
た
人
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
な
い
、
原
本
そ
の
も
の
が
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
こ
れ
も
一
番
古
い
翻
訳
か
ら
一
番
新
し
い
翻
訳
に
い
た
る
ま
で
、
ざ
っ
と
ご
く
大
ま
か
な
と
こ
ろ
で
言
い
ま
し
て
約
一
千
年
か
か
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
ざ

っ
と
一
千
年
の
歴
史
が
そ
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
申
し
ま
す
と
、
三
国
七
祖
の
歴
史
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
三
国
七
祖
の
歴
史
も
ざ
っ
と
一
千
年
の
歴
史
で

す
ね
。
龍
樹
菩
薩
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
が
だ
い
た
い
西
暦
一
五
〇
年
頃
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
法
然
上
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
が
一
二
一
二

年
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
ざ
っ
と
一
千
年
の
歴
史
が
流
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
社
会
を
そ
の
身
に
生
き
ら
れ
た
七
祖
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
社
会
の
問
題
を
と
お
し
て
本
願
に
聞
き
本
願
に
応
え
て
い
か
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は

え
ら
い
ま
あ
言
葉
を
合
わ
せ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
の
大
地
の
会
で
安
田
先
生
が
「
展
開
す
る
本
願
」
と
い
う
講
題
で
ず
っ
と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

後
、
藤
元
君
が
「
呼
応
す
る
本
願
」
と
い
う
講
題
で
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
え
て
、
も
ち
ろ
ん
あ
え
て
で
す
が
、
あ
え
て
い
え
ば
そ
う
い
う
三
部
経
、
そ
し
て
異

訳
の
経
典
の
歴
史
と
な
っ
て
展
開
し
て
き
た
『
無
量
寿
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
三
国
七
高
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
本
願
の
言
葉
に
呼
応
し
て
き
た
、
そ

う
い
う
浄
土
の
三
部
経
、
そ
し
て
異
訳
経
典
と
し
て
展
開
し
、
七
祖
の
論
釈
と
な
っ
て
呼
応
し
て
き
た
そ
の
全
歴
史
を
包
む
名
が
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
意
味
で
ご

ざ
い
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
、
こ
う
言
わ
れ
る
と
き
に
は
そ
う
い
う
展
開
し
、
呼
応
し
て
き
た
本
願
の
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
の
な
か
で
も
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
の
「
教
巻
」
の
始
め
の
と
こ
ろ
と
、
も
う
一
ヵ
所
は
「
化
身
土
巻
」
で
す
ね
。
「
ま
た
『
大

無
量
寿
経
』
の
説
の
ご
と
し
」
（
聖
典
三
二
六
頁
）
と
。
見
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
二
ヵ
所
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
と
引
文
さ
れ
ま
す
と
き
に
は

「
大
経
」
「
大
本
」
、
あ
る
い
は
端
的
に
「
経
」
と
、
だ
い
た
い
そ
う
い
う
言
葉
で
『
無
量
寿
経
』
の
言
葉
が
引
か
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
大
本
」
と
か
「
大

経
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
ぱ
ら
『
無
量
寿
経
』
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
『
無
量
寿
経
』
の
こ
と
だ
ろ
う
と
、

こ
う
も
言
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
『
教
行
信
証
』
の
な
か
で
繰
り
返
し
て
、
そ
れ
に
並
べ
て
異
訳
経
典
の
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
「
教
巻
」
に

お
き
ま
し
て
も
一
五
一
頁
に
「
『
大
無
量
寿
経
』
に
言
わ
く
」
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
「
発
起
序
」
の
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
し
て
一
五
三
頁
の
後
ろ
か
ら
四
行
目

に
は
『
無
量
寿
如
来
会
』
の
経
文
、
そ
れ
か
ら
一
五
四
頁
の
三
行
目
に
は
『
平
等
覚
経
』
の
経
文
が
あ
げ
ら
れ
お
り
ま
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
「
大
無
量
寿
経
」
と
い
う

経
題
は
『
無
量
寿
経
』
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ま
あ
そ
う
も
言
え
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
は
や
っ
ぱ

り
こ
の
異
訳
の
経
典
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
そ
こ
に
は
、
や
は
り
異
訳
の
経
典
に
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
言
葉
を
と
く
に
そ
こ
に
取
り

『大無量寿経』の大
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上
げ
る
た
め
に
異
訳
の
経
典
が
引
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
名
に
お
い
て
、
じ
つ
は
そ
こ
に
全
体
が
包
ま
れ
て
い
る
と
。
や
っ

ぱ
り
私
は
そ
う
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
『
大
無
量
寿
経
』
を
「
真
実
の
教
こ
れ
な
り
」
と
、
こ
う
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
、
だ
い
た
い
経
典
と
い
う
の
は
書
物
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ね
。
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
と
、
三
帰
依
の
文
を
ご
一
緒
に
唱
和
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、
あ
の
と
き
の
「
自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
の

「
法
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
ま
さ
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
、
深
く
経
蔵
に
入
り
て
、
智
慧
海
の
ご
と
く
な
ら
ん
」
と
、
法
と
い
う
こ
と
が
「
経
蔵
」
と
い

う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
教
義
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
「
深
く
経
蔵
に
入
る
」
。
や
は
り
経
典
な
ん
で
す
。
そ
の
経
典
と
い
う
も
の
は
、
い
ま
三
部
経
、

異
訳
経
典
、
七
祖
と
、
そ
う
い
う
歴
史
を
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
こ
そ
そ
こ
に
「
三
蔵
法
師
の
道
」
と
い
う
展
覧
会
の
ポ
ス
タ
ー
が
出
て
お
り
ま
す
ね
。
や
は
り
三
蔵

法
師
、
そ
し
て
そ
の
前
に
法
顕
と
い
う
人
で
す
ね
。

n

三
蔵
法
師
の
道

法
顕
と
い
う
人
は
西
暦
三
百
年
代
に
イ
ン
ド
へ
渡
っ
て
経
典
を
持
ち
帰
ら
れ
た
方
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、
『
法
顕
伝
』
と
い
う
法
顕
が
イ
ン
ド
に
行
か
れ
た
と
き

の
道
中
記
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
前
に
申
し
ま
し
た

上
無
飛
鳥
下
無
走
獣

四
顧
茫
茫
莫
測
所
之

唯
視
日
以
准
東
西

人
骨
以
標
行
路
耳

と
、
「
空
に
飛
ぶ
鳥
な
く
、
地
に
走
る
獣
も
い
な
い
。
周
囲
を
見
回
し
て
も
た
だ
茫
々
」
。
四
顧
茫
茫
、
ど
こ
に
も
目
印
に
な
る
も
の
も
な
い
。
わ
ず
か
に
そ
の
日
の

昇
る
の
を
見
て
東
西
を
測
り
、
そ
し
て
は
る
か
に
人
骨
を
の
ぞ
み
て
、
行
路
を
標
す
」
。
こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
ま
あ
「
骨
道
」
と
い

う
よ
う
な
言
葉
を
私
の
か
つ
て
申
し
上
げ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
何
か
経
典
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
人
々
の
願
い
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
人

々
も
ま
た
自
分
に
先
立
っ
て
歩
ん
だ
人
の
、
倒
れ
て
い
っ
た
そ
の
人
骨
に
導
か
れ
て
イ
ン
ド
に
ま
で
渡
り
、
そ
し
て
経
典
を
持
ち
帰
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
経
典
と
い
う
こ
と
で
私
に
非
常
に
鮮
明
な
印
象
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
井
上
靖
さ
ん
の
『
天
平
の
甍
』
で
す
ね
。
も
う
主
人
公
の
名
前
は
忘
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
留
学
僧
は
ひ
た
す
ら
中
国
で
経
典
を
書
写
し
て
、
そ
し
て
書
写
し
た
経
典
を
携
え
て
日
本
に
帰
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
途
中
、
嵐
に
遭
う
て
船
が
難

破
し
て
、
心
血
を
注
い
で
書
写
し
た
経
巻
が
海
の
底
深
く
沈
ん
で
い
く
、
巻
物
が
ほ
ど
け
て
キ
ラ
キ
ラ
と
波
間
に
と
ら
れ
な
が
ら
沈
ん
で
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
の
す
ご
い
描
写
が
『
天
平
の
甍
』
の
な
か
に
ご
さ
い
ま
し
た
。
経
典
は
私
た
ち
は
た
だ
印
刷
さ
れ
た
も
の
、
お
金
さ
え
出
せ
ば
買
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
経
典
を
い
た
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
そ
う
い
う
人
々
の
願
い
に
よ
る
歴
史
、
経
典
自
身
が
も
っ
て
い
る
歩
み
と
同
時
に
、

そ
の
経
典
が
護
持
さ
れ
て
き
た
、
経
典
が
私
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
こ
に
は
、
そ
う
い
う
限
り
な
い
人
々
の
、
名
も
な
い
多
く
の
人
々
の
生
涯
が
か
け
ら
れ
て
あ
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る
。
そ
う
い
う
生
涯
を
と
お
し
て
私
に
ま
で
伝
来
さ
れ
て
き
た
。
経
典
と
い
う
存
在
に
は
そ
う
い
う
深
く
限
り
な
い
人
々
の
願
い
と
い
い
ま
す
か
、
祈
り
と
い
い
ま
す

か
、
そ
う
い
う
も
の
に
お
い
て
始
め
て
私
に
ま
で
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
き
、
そ
れ
は

決
し
て
、
い
ま
私
た
ち
が
聖
典
の
な
か
の
一
部
と
し
て
目
に
す
る
印
刷
さ
れ
て
あ
る
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
文
字
通
り
経
巻
な
の
で
す
。
一
人
一
人

が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
伝
来
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
経
巻
の
歴
史
で
す
。

で
す
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
ど
も
の
思
い
を
超
え
た
願
い
に
も
と
づ
く
人
々
の
営
み
が

あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
と
こ
ろ
で
始
め
て
「
こ
れ
な
り
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
ど
う
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
る
と
い

う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
そ
の
経
典
が
伝
来
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
け
れ
ど
も
そ
の
経
典
が
今
現
に
存
在
し
て
入
る
と
い
う
事
実
、
そ
し

て
私
に
限
り
な
く
そ
の
人
々
の
願
い
が
呼
び
か
け
て
く
る
事
実
で
す
。
経
典
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
願
い
に
共
鳴
す
る
。

共
に
鳴
る
。
そ
の
願
い
に
相
和
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
宗
さ
ん
が
触
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
五
正
行
の
な
か
の
読
誦
で
す
。
経
典
を
読
誦
す
る
。
経
典
を
読
誦
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
経
文
と
な
っ
て
伝
来
さ
れ
て
い
る
本
願
の
歴
史
に
相
和
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。■

受
持
読
誦
さ
れ
て
き
た
事
実
に
お
い
て
『
大
無
量
寿
経
』

で
す
か
ら
、
ご
承
知
の
よ
う
に
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
き
ま
し
て
読
誦
経
典
は
、
上
品
上
生
の
と
こ
ろ
に
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
「
二
つ
に
は
大
乗
方
等
経
典

を
読
誦
す
」
（
聖
典
一
一
二
頁
）
と
、
上
品
上
生
の
機
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
、
上
品
中
生
、
そ
こ
で
は
、

必
ず
し
も
方
等
経
典
を
受
持
読
誦
せ
ざ
れ
ど
も
、
善
く
義
趣
を
解
り
、
第
一
義
に
お
い
て
心
驚
動
せ
ず
。

（
聖
典
一
一
三
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
何
が
書
か
れ
て
あ
る
か
、
書
か
れ
て
あ
る
内
容
は
わ
か
る
。
私
た
ち
は
逆
に
思
う
の
で
す
ね
。
読
誦
は
い
や
に
な
る
ほ
ど
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

何
が
書
か
れ
て
あ
る
か
は
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ん
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
『
観
経
』
を
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
逆
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

読
誦
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
意
味
は
わ
か
る
と
。
こ
れ
は
や
は
り
経
典
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
に
「
受
持
読
誦
」
す
る
と
。
経
典
と
は
受
持
読

誦
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
三
国
七
祖
、
数
千
年
の
歴
史
を
く
ぐ
っ
て
人
々
の
な
か
に
受
持
読
誦
さ
れ
て
き
た
そ
の
事
実
に
お
い
て
『
大
無
量
寿
経
』
で
す
。

そ
う
い
う
事
実
の
ほ
か
に
「
真
実
の
教
」
と
い
う
も
の
が
教
理
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
事
実
を
切
り
離
し
た
教
理
は
生
き
た
教
え
と
は
言
え
な
い
の

で
し
ょ
う
。

読
誦
と
い
う
の
は
言
葉
の
響
き
に
相
和
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
言
葉
が
も
っ
て
い
る
響
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
宗
さ
ん
が
午
前
中
に
曽
我
先
生
に
つ
い
て

安
田
先
生
が
「
も
の
が
違
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
安
田
先
生
は
も
の
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

■ 受持読誦されてきた事実において『大無量寿経』
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お
ら
れ
る
の
は
経
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
経
典
の
言
葉
が
も
っ
て
い
る
力
、
そ
の
響
き
は
「
も
の
が
違
う
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
ぐ

だ
ぐ
だ
申
し
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
、
経
典
の
言
葉
の
響
き
の
も
っ
て
い
る
厳
し
さ
と
か
、
力
強
さ
は
と
て
も
言
い
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
で

す
か
ら
何
か
こ
の
「
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
、
あ
る
意
味
で
私
は
非
常
に
強
い
確
信
を
感
ず
る
の
で
す
。
教
理
で
は
な
く
て
事
実
を
見
よ
う
と

い
う
、
事
実
を
教
え
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

n

経
典
の
体
は
名
号

し
か
も
そ
の
経
典
の
体
を
名
号
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
「
教
巻
」
の
最
初
に

こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
い
た
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興

し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

（
聖
典
一
五
二
頁
）

と
、
い
わ
ゆ
る
二
尊
の
教
え
と
い
う
こ
と
が
「
大
意
」
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
ま
し
て
、

こ
こ
を
も
っ
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
。

と
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
言
葉
の
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
と
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
の
最
初
で
す
が
、

無
量
寿
は
こ
れ
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
お
よ
び
舎
衛
国
に
ま
し
ま
し
て
、

（
聖
典
一
六
八
頁
）

と
。
王
舎
城
で
説
か
れ
ま
し
た
の
が
『
大
経
』
と
『
観
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
舎
衛
国
で
説
か
れ
ま
し
た
の
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に

浄
土
の
三
部
の
経
典
は
、

大
衆
の
中
に
し
て
、
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
。

（
同

頁
）

と
、
こ
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
「
教
巻
」
の
「
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

「
体
」
と
い
う
言
葉
も
い
ろ
い
ろ
意
味
の
あ
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ふ
つ
う
に
は
「
一
部
之
指
帰
」
、
い
ろ
ん
な
言
葉
が
説
か
れ
て
あ
る
け
れ
ど
、
要
す
る
に
帰

す
る
と
こ
ろ
指
帰
、
そ
し
て
「
衆
義
之
都
会
」
と
、
い
ろ
ん
な
意
味
が
す
べ
て
そ
の
一
点
に
集
ま
る
。
こ
う
い
う
言
葉
で
「
体
」
と
い
う
こ
と
を
定
義
さ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
を
逆
に
蓬
茨
祖
運
先
生
は
、
体
と
い
う
の
は
ヤ
カ
ン
の
取
っ
手
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
あ
蓬
茨
先
生
と
い
う
の
は
と
き
ど
き
人
を
驚
か
す
よ
う

な
表
現
を
な
さ
い
ま
す
が
、
こ
の
体
を
ヤ
カ
ン
の
取
っ
手
と
。
巧
い
こ
と
を
言
わ
れ
る
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
要
す
る
に
ヤ
カ
ン
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
思
っ
た
ら
、

ヤ
カ
ン
の
全
部
を
持
ち
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
。
そ
の
取
っ
手
だ
け
を
持
ち
上
げ
れ
ば
、
ヤ
カ
ン
は
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
点
を
お
さ
え
た
ら

全
部
そ
こ
に
収
ま
る
。
そ
の
一
点
を
取
り
上
げ
た
ら
そ
の
全
体
が
尽
く
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
体
と
い
う
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

真実の教 第一講99
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そ
れ
に
対
し
て
安
田
先
生
は
、
体
と
い
う
の
は
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
体
験
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
「
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
体
験
で
し
ょ
う
」
と
。

そ
こ
に
、
「
信
心
を
問
う
と
言
い
ま
し
て
も
、
体
験
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
問
う
場
が
な
い
。
反
省
す
る
場
所
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り

ま
し
た
。
「
信
心
の
体
験
を
名
号
と
い
う
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
体
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
同
時
に
、
「
体
と
は
全
体
」
、
そ
れ
か
ら
「
全
体
的
体
験
だ
」
と
。
体
験
と
い
っ
て
も
日
常
の
あ
れ
や
こ
れ
や
の
体
験
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
こ
そ
三
界
を
ぐ
る
ぐ
る
体
験
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
部
分
的
な
体
験
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
全
体
的
な
体
験
、

つ
ま
り
一
人
の
人
間
と
し
て
の
事
実
を
体
験
し
て
い
く
。
人
間
の
人
生
の
事
実
を
体
験
し
て
い
く
。
言
い
か
え
れ
ば
人
間
を
根
本
的
に
問
い
、
人
間
と
し
て
の
人
生
を

根
本
的
に
問
う
よ
う
な
体
験
、
ま
あ
全
体
的
体
験
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
思
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
全
体
的
体
験

で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
具
体
的
体
験
で
す
。
そ
こ
に
体
と
い
う
の
を
「
全
体
的
体
験
」
「
具
体
的
体
験
」
と
い
う
言
葉
で
安
田
先
生
が
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

っ
て
お
り
ま
す
。

言
う
な
ら
ば
『
大
無
量
寿
経
』
を
こ
の
身
に
お
い
て
全
体
的
に
体
験
す
る
。
あ
る
い
は
『
大
無
量
寿
経
』
と
な
っ
て
私
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
仏
教
、
本
願
の
教

え
を
全
体
的
に
体
験
す
る
。
あ
る
い
は
具
体
的
に
体
験
す
る
。
そ
の
道
が
名
号
だ
と
。
そ
う
い
う
経
の
体
、
そ
れ
を
名
号
と
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
全
体
的
体
験
と
か

具
体
的
体
験
と
い
う
、
つ
ま
り
全
体
的
体
験
そ
れ
は
主
観
的
な
体
験
、
主
観
的
な
あ
り
方
に
対
し
て
全
体
的
体
験
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
具
体
的
体
験
、
そ
こ
に
は
い
わ

ゆ
る
思
弁
的
、
観
念
的
な
体
験
が
そ
れ
に
対
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

n

「
真
実
の
教
」
を
と
お
し
て
別
序
を
読
む

そ
の
意
味
で
私
は
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
と
き
に
、
『
教
行
信
証
』
の
な
か
で
「
信
巻
」
に
「
別
序
」
が
お
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
「
別
序
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
別
序
」
と
い
う
の
は
そ
こ
に
特
別
に
そ
れ
を
お
か
ず
に
は
お
れ
な
い
具
体
的
な
問
題
が
あ
っ
て
お
か
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
別
序
」
の
な
か
に
、

し
か
る
に
末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
。

（
聖
典
二
一
〇
頁
）

と
い
う
、
こ
う
い
う
言
葉
を
と
く
に
親
鸞
聖
人
が
お
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
る
意
味
で
信
心
の
具
体
的
な
問
題
と
し
て
、
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
と
い
う
問
題
、
「
定

散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
問
題
、
そ
う
い
う
も
の
が
じ
つ
は
こ
の
「
信
巻
」
以
下
「
化
身
土
巻
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
現
実
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
く
と
い
い
ま

す
か
、
明
ら
か
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
言
葉
が
い
う
な
ら
ば
「
教
」
「
行
」
二
巻
と
「
信
巻
」
以
下
の
四
巻
と
、
そ
の
転
回
軸
と
い
い
ま

す
か
、
そ
う
い
う
転
回
を
さ
せ
て
い
く
軸
に
な
っ
て
い
る
言
葉
が
、
こ
の
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
ま
の

「真実の教」をとおして別序を読む
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主
観
的
あ
り
方
、
観
念
的
あ
り
方
を
お
さ
え
て
く
る
。
で
す
か
ら
、
「
真
実
の
教
」
の
、
応
え
て
い
か
れ
る
問
題
を
じ
つ
は
「
別
序
」
を
と
お
し
て
私
は
今
回
少
し
考

え
さ
せ
て
も
ら
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
別
序
」
を
一
つ
の
軸
と
し
て
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
で
ど
う
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

ど
う
い
う
世
界
が
そ
こ
に
尋
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
ウ
ロ
ウ
ロ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
課
題
と
し
て
今
回
は
少
し
考
え
さ
せ
て
い
た

だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
一
九
九
九
年
六
月
十
六
日
）

真実の教 第一講99
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9
9

真
実
の
教

２

第
二
講

n

信
心
の
体
を
「
行
」
と
し
て
あ
ら
わ
す

昨
日
、
「
真
実
の
教
」
、
教
え
と
し
て
「
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
ご
ざ
い
ま
す
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
少
し
触
れ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
『
大
無
量
寿

経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
内
容
と
い
い
ま
す
か
、
「
『
大
無
量
寿
経
』
の
説
こ
れ
な
り
」
で
は
な
く
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
そ
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
『
大
無
量

寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
経
の
体
」
が
「
名
号
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
「
体
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
信
巻
」
に
も
宗
祖
は
、

至
心
は
す
な
わ
ち
こ
れ
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
せ
る
な
り
。

（
聖
典
二
二
五
頁
）

と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
信
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
は
尊
号
、
ま
あ
名
号
と
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
安
田
先

生
が
ご
注
意
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
心
の
体
を
「
信
」
と
い
わ
ず
に
名
号
、
つ
ま
り
「
行
」
、
信
心
の
体
を
「
行
」
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
ご
注
意
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
で
、
信
心
の
体
を
信
と
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
主
観
的
な
、
こ
れ
は
安
田
先
生
は
「
心
理
内
容
」
、
心
理

的
な
内
容
、
心
理
内
容
に
止
ま
る
と
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
心
理
学
的
な
内
容
、
つ
ま
り
気
持
ち
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
「
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な

っ
て
し
ま
う
」
。
言
い
か
え
れ
ば
主
観
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
ご
指
摘
で
ご
ざ
い
ま
す
。

や
は
り
そ
こ
に
、
い
か
に
主
観
性
を
破
る
か
と
い
う
課
題
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
主
観
を
破
っ
て
、
で
、
ど
う
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
と
き
安

田
先
生
は
、
「
一
層
深
い
主
観
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
「
一
層
深
い
主
観
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
「
願
心
」
だ
と
、
こ
う
お
さ
え
て
お
ら
れ

ま
す
。

と
も
か
く
そ
こ
に
、
そ
う
い
う
体
が
「
名
号
」
あ
る
い
は
「
尊
号
」
と
、
こ
う
お
さ
え
ら
れ
る
。
そ
の
体
に
つ
き
ま
し
て
昨
日
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
体

と
い
う
言
葉
の
仏
教
一
般
の
お
さ
え
方
を
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
安
田
先
生
は
体
と
い
う
の
を
「
全
体
的
体
験
」
と
「
具
体
概
念
」
と
い
う
、
そ

う
い
う
言
葉
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
昨
日
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
全
体
と
い
う
こ
と
に
は
、
個
人
的
な
体
験
、
個
人
性
を
超
え
る
と
い
う
こ

と
と
、
い
ま
一
つ
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
全
体
性
が
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
日
常
的
な
生
活
体
験
の
な
か
の
一
つ
で
は
な
い
。
そ
の
私
ど
も

の
日
常
生
活
の
全
体
を
受
け
と
め
て
い
く
、
保
っ
て
い
く
。
昨
日
の
宗
さ
ん
の
話
で
は
「
生
き
方
」
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
決
定
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
が
「
全

体
的
体
験
」
と
い
う
言
葉
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

信心の体を「行」としてあらわす
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そ
し
て
同
時
に
「
具
体
概
念
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
お
言
葉
か
ら
言
い
ま
す
と
「
心
理
学
的
な
主
観
的
な
経
験
」
、
そ
う
い
う
も

の
に
対
し
て
「
具
体
」
と
い
う
言
葉
が
出
さ
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

n

名
号

だ
い
た
い
そ
の
「
名
号
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
確
か
昨
年
触
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
昨
日
、
宗
さ
ん
の
ご
指
摘
に
あ

り
ま
し
た
よ
う
に
、
一
切
を
対
象
化
し
て
い
く
と
い
う
、
客
観
的
な
も
の
ご
と
と
し
て
対
象
化
し
て
い
く
と
い
う
、
科
学
が
発
達
し
た
現
代
に
お
け
る
一
つ
の
抜
き
難

い
傾
向
性
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
名
号
と
い
う
こ
と
も
ま
た
対
象
化
と
い
い
ま
す
か
、
何
か
名
号
と
い
う
こ
と
を
対
象
的
に
と
ら
え
、
理
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
名
号
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
承
知
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
因
果
の
展
開
を
見
て
お
ら
れ
る
。
因
果
の
成
就
で
す
ね
。
ご
和
讚
の
結
び
の
い
わ
ゆ
る
自

然
法
爾
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

因
位
の
と
き
の
な
を
名
と
い
う
。
号
の
字
は
、
果
位
の
と
き
の
な
を
号
と
い
う
。

（
聖
典
五
一
〇
頁
）

と
、
名
号
を
因
位
・
果
位
と
い
う
よ
う
に
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
因
位
・
果
位
と
い
う
こ
と
を
宗
祖
は
ま
た
ご
消
息
の
な
か
で
六
〇
二
頁
に
同
じ
自

然
法
爾
の
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
他
に
「
い
ま
だ
仏
に
な
り
た
ま
わ
ぬ
と
き
の
名
」
と
「
仏
に
な
り
た
も
う
た
の
ち
の
名
」
と
い
う
、
因
位
・
果
位
と
い

う
言
葉
が
ま
た
そ
う
い
う
言
い
方
で
言
い
か
え
ら
れ
て
も
お
り
ま
す
。
曽
我
先
生
は
「
表
現
さ
れ
ざ
る
仏
」
と
「
表
現
さ
れ
た
仏
」
と
、
表
現
と
い
う
言
い
方
を
用
い

て
お
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
名
と
い
う
の
は
名
の
り
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
一
切
の
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
我
と
し
よ
う
と
い
う
願
の
名
の
り
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

そ
の
名
の
り
は
、
そ
の
一
切
の
衆
生
に
聞
き
取
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
成
就
す
る
わ
け
で
す
ね
。
い
か
に
名
の
っ
て
お
り
ま
し
て
も
、
そ
の
名
の
り
が
と
ど
か
な
け
れ

ば
、
そ
の
こ
こ
ろ
が
受
け
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
名
の
り
は
成
就
し
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
号
と
い
う
の
は
衆
生
の
上
に
受
け
と
め
ら
れ
た
仏
の
こ
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
ま
あ
あ
え
て
い
え
ば
、
名
は
仏
の
上
に
あ
り
ま
す
し
、
号
は
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
。
衆
生
の
も
の
と
な
っ
て
は
た
ら
く
仏
心
で
あ
り
ま
す
。

n

三
経
一
論

で
す
か
ら
名
号
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
一
つ
の
そ
れ
こ
そ
呼
応
の
か
か
わ
り
の
上
に
成
就
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
衆
生
に
呼
び
か
け
、
衆
生
が
そ
の
呼
び
か

け
に
応
え
て
名
を
呼
ぶ
。
名
が
い
か
に
し
て
号
に
な
る
か
。
経
の
体
を
名
号
と
お
っ
し
ゃ
る
言
葉
が
昨
日
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』

に
も
と
も
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
の
経
と
い
う
の
は
「
王
舎
城
お
よ
び
舎
衛
国
に
」
（
聖
典
一
六
八
頁
）
と
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
。

真実の教 第二講99
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浄
土
三
部
の
経
典
を
お
さ
え
て
、

大
衆
の
中
に
し
て
、
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
。

（
聖
典
一
六
八
頁
）

と
ご
ざ
い
ま
す
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
を
三
経
と
受
け
と
め
る
…
…
、
三
経
一
論
と
い
う
言
葉
は
法
然
上
人
が
始
め
て
お
使
い
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の

『
浄
土
論
』
の
背
景
に
三
部
経
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
、
『
浄

土
論
』
の
一
番
最
初
、
「
願
生
偈
」
の
帰
敬
序
に
な
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
世
尊
我
一
心

帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来
」
と
、
あ
れ
が
三
部
経
の
願
心
を
受
け
と

っ
た
、
ま
さ
に
天
親
菩
薩
の
上
に
名
号
と
な
っ
て
生
き
ら
れ
た
三
部
経
の
体
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
世
尊
我
一
心

帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来
」
と
い
う
、
三
部
経

を
と
お
し
て
聞
き
と
ら
れ
た
名
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
の
「
世
尊
我
一
心

帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
三
部
経
に
応
え
ら
れ
て

い
る
。
と
も
か
く
そ
こ
に
そ
う
い
う
一
つ
の
展
開
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
名
号
と
い
う
こ
と
が
体
だ
と
。
何
か
名
号
と
い

う
も
の
を
一
つ
立
て
て
、
そ
れ
を
お
さ
え
て
体
だ
と
い
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

n

生
老
病
死
は
名
詞
で
な
く
動
詞

こ
れ
は
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
例
の
立
川
昭
二
さ
ん
で
す
か
ね
、
『
生
老
病
死
』
と
い
う
本
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
私
た
ち
が
生
と
か
老
と
か
病

と
か
死
を
や
は
り
名
詞
と
し
て
対
象
化
し
て
認
識
し
と
ら
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
老
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
だ
い
た
い
老
後

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
明
治
以
後
だ
と
。
そ
れ
ま
で
は
「
老
に
入
る
」
、
「
老
い
い
る
」
と
い
う
動
詞
で
表
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
お
も
し
ろ
い
と
い
い
ま
す
か
、
老
後
と
い
う
言
葉
は
名
詞
的
に
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
や
は
り
若
く
て
元
気
で
と
い
う
あ
り
方

を
基
準
に
し
て
老
後
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
あ
老
後
と
い
う
と
き
に
は
や
は
り
何
か
人
生
の
窓
際
と
い
う
、
と
う
と
う
そ
こ
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ど
う
し
て
も
つ
き
ま
と
う
の
で
す
ね
。
し
か
し
「
老
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
人
間
と
し
て
の
老
い
と
い
う
あ
り
方
に

こ
れ
か
ら
入
っ
て
い
く
。
老
い
を
こ
れ
か
ら
生
き
る
の
だ
と
い
う
前
向
き
な
、
積
極
的
な
意
味
を
老
い
に
入
る
と
い
う
言
葉
に
は
感
じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
じ
め
て
老

い
と
い
う
も
の
を
生
き
て
い
く
ん
だ
と
。

同
じ
よ
う
に
生
と
い
い
ま
し
て
も
、
死
と
い
い
ま
し
て
も
、
や
は
り
何
か
名
詞
的
に
前
に
お
い
て
と
ら
え
る
。
そ
う
す
る
と
死
は
ど
こ
で
判
定
す
る
の
か
と
、
何
を

も
っ
て
死
と
判
定
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
す
ぐ
起
こ
っ
て
く
る
。
し
か
し
死
と
は
い
の
ち
の
営
み
で
あ
る
。
死
も
ま
た
い
の
ち
の
営
み
だ
と
い
う
こ
と
が
あ

る
の
で
す
ね
。
た
ん
な
る
い
の
ち
の
否
定
で
は
な
い
。
や
は
り
死
ん
で
い
く
の
で
す
。
死
ん
で
い
く
い
の
ち
の
営
み
が
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
よ
く
ご
承
知
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
わ
た
し
は
こ
の
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
詩
な
の
で
す
が
、
一
九
九
四
年
に
脳
死
臓
器
移
植
を
考
え
る
シ
ン

生老病死は名詞でなく動詞
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ポ
ジ
ウ
ム
の
と
こ
ろ
で
発
表
朗
読
さ
れ
た
谷
川
さ
ん
の
詩
で
す
。
「
だ
れ
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
詩
が
私
に
は
非
常
に
印

象
が
深
い
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
う
た
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

誰
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
私
は
死
に
た
い

そ
よ
か
ぜ
が
窓
か
ら
草
木
の
香
り
を
運
ん
で
く
る

大
気
が
な
ん
で
も
な
い
日
々
の
物
音
を
包
ん
で
い
る

で
き
た
ら
そ
ん
な
場
所
で

も
う
鼻
は
そ
の
香
り
を
か
げ
な
い
と
し
て
も

も
う
耳
は
も
っ
と
も
身
近
な
者
の
嘆
き
し
か
聞
け
な
い
と
し
て
も

誰
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
私
は
死
に
た
い

愛
し
続
け
た
音
楽
の
よ
う
に
心
臓
を
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
さ
せ
て
や
り
た
い

と
、
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
と
い
う
の
は
、
聞
い
た
ら
、
次
第
に
弱
め
て
静
か
に
終
わ
る
と
い
う
音
楽
用
語
だ
そ
う
で
す
。
次
第
に
音
が
弱
ま
っ
て
、
そ
し
て
す
っ
と
終
わ
っ

て
い
く
、
そ
う
い
う
曲
の
終
わ
り
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
「
心
臓
を
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
さ
せ
て
や
り
た
い
」
と
。

宴
の
あ
と
の
ま
ど
ろ
み
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
夜
へ
入
っ
て
ゆ
き
た
い

も
う
脳
が
考
え
る
こ
と
を
や
め
た
あ
と
も

考
え
る
以
上
の
こ
と
が
ま
だ
私
の
ど
こ
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

そ
れ
は
私
が
自
分
を
惜
し
む
か
ら
で
は
な
い

死
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
指
に
手
首
を
つ
か
ま
れ
た
人
々
の

あ
の
は
ら
わ
た
の
よ
じ
れ
る
よ
う
な
不
安
と
あ
が
き
を
感
じ
な
い
か
ら
で
は
な
い

私
は
た
だ
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
を
ひ
と
つ
に
運
命
に
従
い
た
い
だ
け

野
生
の
生
き
も
の
た
ち
の
教
え
に
な
ら
っ
て

ひ
と
り
で

真実の教 第二講99
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誰
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
死
に
た
い
か
ら

誰
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
私
は
死
に
た
い

丸
ご
と
の
た
だ
ひ
と
つ
の
い
の
ち
の
ま
ま
で
私
は
死
に
た
い

限
り
あ
る
い
の
ち
を
信
じ
る
か
ら

限
り
あ
る
い
の
ち
を
慈
し
む
か
ら

今
も

そ
し
て
死
の
と
き
も

誰
に
も
せ
か
さ
れ
ず
に
私
は
死
に
た
い

扉
の
外
で
待
つ
者
が
私
を
ど
こ
へ
連
れ
去
る
と
し
て
も

そ
れ
は
も
う
こ
の
地
上
で
は
な
い
だ
ろ
う

生
き
て
い
る
人
々
の
う
ち
に
ひ
そ
や
か
に
私
は
残
り
た
い

目
に
見
え
ぬ
も
の
と
し
て

手
で
触
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
と
し
て

と
、
こ
う
い
う
詩
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
、
死
ん
で
い
く
い
の
ち
を
生
き
て
お
ら
れ
る
姿
、
あ
る
い
は
死
ん
で
い
く
い
の
ち
を
そ
れ
こ
そ
丸
ご
と
包
ん
で
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
を
感
じ
る
の
で
す
。

し
か
し
そ
の
死
と
い
う
こ
と
を
名
詞
と
し
て
と
ら
え
た
途
端
に
生
の
営
み
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
言
う
な
ら
ば
認
識
対
象
と
し
て
前
に
お
か
れ
て
、
あ
れ
こ
れ
分
析
さ
れ

て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
こ
れ
は
も
う
私
た
ち
の
あ
る
意
味
で
避
け
が
た
い
病
と
し
て
、
そ
う
い
う
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
根
深

く
あ
る
わ
け
で
す
。
対
象
化
す
る
と
い
う
意
識
も
な
い
ま
ま
に
つ
ね
に
対
象
化
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
度
対
象
化
し
て
い
く
と
き
、
そ
の
も
の
を
細
か
く
分

析
し
て
と
ら
え
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
全
体
か
ら
離
れ
て
い
く
。
全
体
性
を
失
っ
て
い
く
。

n

「
名
号
」
の
言
葉
に
因
位
と
果
位

何
か
「
名
号
」
と
い
う
言
葉
が
因
位
と
果
位
に
お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
名
号

と
い
う
こ
と
を
も
因
位
と
果
位
で
受
け
と
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
宗
祖
の
仏
法
に
生
き
て
い
く
姿
勢
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
主
観
的
・
対
象
的
に
事

上
げ
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
事
実
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
姿
を
そ
こ
に
思
う
わ
け
で
す
。
い
ま
そ
う
い
う
名
号
を
体
と
す
る
、
そ
し
て
そ
の
浄
土

の
経
典
『
大
無
量
寿
経
』
で
す
ね
。
ま
あ
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
『
無
量
寿
経
』
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
、

「名号」の言葉に因位と果位
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経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
我
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
特
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ
ん
。

（
聖
典
八
七
頁
）

と
。
そ
の
「
経
道
滅
尽
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
は
経
道
滅
尽
と
い
う
事
実
を
受
け
て
説
き
出
さ
れ
て
い
る
。
経
道
と
い
う
の

は
諸
々
の
経
典
に
お
い
て
説
か
れ
て
あ
る
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
仏
教
が
長
い
歴
史
の
な
か
で
人
間
の
事
実
、
人
生
の
現
実
に
応
え
て
き
た
跡

で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
仏
教
が
現
実
に
応
え
た
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
経
道
が
滅
尽
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
答
え
と
し
て
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
答

え
と
い
う
意
味
を
失
っ
た
。
現
実
に
答
え
切
れ
な
い
。
時
代
社
会
の
人
々
の
身
の
事
実
に
お
い
て
、
八
万
四
千
の
法
門
と
い
わ
れ
る
限
り
な
い
法
門
が
果
た
し
て
満
ち

足
り
得
る
の
か
と
い
う
、
文
字
ど
お
り
経
典
が
道
と
し
て
人
々
の
な
か
に
開
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
が
応
え

切
れ
な
い
現
実
、
人
間
の
事
実
を
担
っ
て
説
き
出
さ
れ
て
い
る
の
が
『
無
量
寿
経
』
な
ん
で
し
ょ
う
。

当
来
の
世
に
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
我
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
と
く
に
こ
の
経
を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ
ん
。

（
聖
典
八
七
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
慈
悲
哀
愍
を
も
っ
て
」
と
い
う
言
葉
が
お
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
意
義
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

n

凡
小
と
群
萌

そ
し
て
、
あ
る
意
味
で
経
道
滅
尽
さ
せ
た
も
の
、
教
え
が
教
え
と
し
て
の
輝
き
を
失
わ
し
め
た
も
の
、
「
教
巻
」
に
お
き
ま
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
総
序
」
の
文
に

お
き
ま
し
て
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
「
教
巻
」
で
は
、

こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を
い
た
す
。
（
聖
典
一
五
二
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
凡
小
」
と
い
う
。
そ
の
後
に
は
「
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
」
と
、
「
凡
小
」
「
群
萌
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
お

さ
え
ら
れ
て
い
る
人
間
の
現
実
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

こ
の
凡
小
と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
、
安
田
先
生
が
「
い
じ
け
た
存
在
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
、
お
も
し
ろ
い
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
凡
小

と
は
い
じ
け
た
存
在
だ
と
。

い
じ
け
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
私
も
自
分
の
小
さ
い
と
き
の
覚
え
が
あ
り
ま
す
の
で
よ
く
わ
か
る
わ
け
で
す
。
い
じ
け
る
、
つ
ま
り
ど
う
い
う
の
で
す
か
ね
、

愛
情
を
求
め
て
い
る
の
に
愛
情
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
ま
あ
、
い
ま
で
も
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
め
っ
た
に
い
ま
の
子
ど
も
の
よ
う

に
日
曜
と
か
に
ど
こ
か
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
一
年
に
何
回
か
親
が
ど
こ
か
へ
連
れ
て
い
っ
て
や
る
と
い
う
と
、

ま
あ
文
字
ど
お
り
点
に
も
昇
る
心
地
で
す
ね
。
ほ
ん
と
に
う
れ
し
い
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
い
じ
け
る
ん
で
す
ね
。
う
れ
し
い
の
に
ち
ょ
っ
と
す
ね
て
み
た
い
の
で
す

ね
。
で
、
す
ね
て
し
ま
い
ま
す
と
自
分
で
も
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
す
ね
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
結
局
、
親
は
勝
手
に
し
な
さ
い
と
言
っ
て
他

真実の教 第二講99
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の
子
ど
も
を
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
後
で
一
人
泣
い
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
経
験
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
い
じ
け
た
存
在
と
い
う
の
は
、
あ
あ
い
う
存
在
で
す

ね
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
愛
情
に
飢
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
た
ま
た
ま
示
さ
れ
る
愛
情
に
す
ぐ
飛
び
つ
け
な
い
ほ
ど
に
愛
情
に
飢
え
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
や
は
り
、
ま
あ
い
う
な
ら
ば
ち
ょ
っ
と
ツ
バ
を
つ
け
て
み
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
識
が
は
た
ら
く
。

つ
ま
り
、
全
身
を
も
っ
て
向
か
い
合
っ
て
く
れ
な
い
と
信
じ
ら
れ
な
い
。
い
じ
け
た
存
在
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
片
手
間
で
は
扱
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。
ほ
ん
と
う

に
全
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
愛
情
の
と
き
に
は
じ
め
て
飛
び
込
め
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
と
な
か
な
か
素
直
に
そ
の
な
か
に
飛
び
込
め
な
い
で
い
る
。
全
存
在
を

か
け
て
応
え
な
け
れ
ば
う
な
ず
け
な
い
存
在
が
凡
小
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
仏
と
し
て
の
全
存
在
を
要
求
す
る
の
で
す
。
何
か
そ
う
い
う
全
存
在
を
引
き
出
し
て

く
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
が
凡
小
で
す
。

n

名
は
存
在
の
全
体
を
相
手
に
手
渡
す
唯
一
の
通
路

で
す
か
ら
八
万
四
千
の
法
門
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
応
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
答
え

に
な
ら
な
い
、
通
じ
な
い
、
そ
う
い
う
存
在
に
対
し
て
そ
こ
に
全
身
を
か
け
て
名
の
ら
れ
て
い
る
も
の
が
名
号
、
名
の
り
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
名
は
存
在
の
全
体
を
相

手
に
手
渡
す
唯
一
の
通
路
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
名
を
託
す
る
。
私
の
全
存
在
は
、
結
局
は
私
の
名
に
収
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
名
を
も
っ
て
自
分
の
存
在
を

相
手
に
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
経
の
体
」
を
名
号
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
体
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
繰
り
返
し
ご
紹
介
い
た
し
て
お
り
ま

す
よ
う
に
、
全
体
性
、
具
体
性
と
い
う
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
。

n

「
伝
統
相
承
の
巻
」
と
「
己
証
の
巻
」

そ
れ
に
対
し
て
私
ど
も
の
抜
き
難
く
陥
る
問
題
、
そ
れ
が
こ
の
「
別
序
」
の
二
つ
の
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
た
と
え
ば
曽
我
先
生
は
「
教
」

「
行
」
二
巻
は
「
伝
統
相
承
の
巻
」
と
、
そ
し
て
「
信
巻
」
以
降
の
四
巻
を
「
己
証
の
巻
」
と
い
う
よ
う
に
言
い
当
て
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
教
」

「
行
」
二
巻
で
親
鸞
聖
人
が
出
遇
わ
れ
た
法
の
世
界
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
「
行
巻
」
の
最
後
に
「
正
信
偈
」
が
お
か
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
、
こ

う
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
法
が
明
ら
か
に
な
る
と
き
、
は
じ
め
て
私
ど
も
人
間
の
あ
り
さ
ま
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
法
に

遇
い
、
法
に
生
き
て
い
く
そ
の
な
か
に
な
お
あ
ら
わ
れ
て
く
る
人
間
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

n
聖
道
門
が
抱
え
る
問
題
を
「
沈
」
、
浄
土
門
が
抱
え
る
問
題
を
「
迷
」

偏
り
で
あ
り
病
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
こ
こ
に
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
、
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
（
聖
典
二
一
〇
頁
）
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
沈
迷
の
機
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
ね
。
沈
み
迷
う
と
い
う
。
で
す
か
ら
、
ど
ち

名は存在の全体を相手に手渡す唯一の通路
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ら
も
自
心
、
主
観
性
、
個
人
性
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
古
来
、
「
自
性
唯
心
」
と
い
う
問
題
は
聖
道
門
、
そ
し
て
「
定
散
の
自

心
」
、
こ
れ
は
浄
土
門
、
そ
う
い
う
よ
う
に
割
り
振
ら
れ
て
、
聖
道
門
が
抱
え
る
問
題
を
「
沈
」
、
浄
土
門
が
抱
え
る
問
題
を
「
迷
」
と
、
こ
う
い
う
見
分
け
が
さ
れ

た
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
宗
祖
は
「
末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
は
じ
め
て
お
ら
れ
ま
す

ね
。

末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真

証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
、
（
聖
典
二
一
〇
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
」
と
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
人
々
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
す
ね
。
い
か
な
る
時

代
で
あ
ろ
う
と
お
よ
そ
人
間
の
生
き
て
い
る
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
免
れ
難
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
問
題
が
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
「
定

散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
問
題
だ
と
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
う
い
う
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
あ
り
方
を
破
る

と
い
い
ま
す
か
、
こ
え
し
め
る
も
の
が
「
真
実
の
教
」
、
そ
の
教
え
が
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
沈
迷
、
沈
み
迷
う
と
い
う
あ
り
方
を
突
破
せ
し
め
る
と
こ
ろ

に
お
さ
え
ら
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

n

「
伝
統
相
承
」
と
「
己
証
」
が
別
序

何
か
こ
の
「
伝
統
相
承
」
と
「
己
証
」
と
の
言
う
な
れ
ば
転
回
軸
に
こ
の
別
序
が
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
「
別
序
」
が
言
う
な
れ
ば
『
教
行
信
証
』
を

書
か
ず
に
お
れ
な
い
問
題
意
識
が
そ
こ
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
二
つ
の
言
葉
か
ら
、
ま
あ
藤
元
君
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
逆
視
」
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
か
ら
逆
視
す
る
。
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
そ
の
問
題
か
ら
逆
視
す
る
と
き
「
真
実
の
教
」
と
い
う

こ
と
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
、
は
た
ら
き
を
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

n

「
自
性
唯
心
」

こ
の
「
自
性
唯
心
」
と
い
う
言
葉
は
、
べ
つ
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
言
葉
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ね
。
お
よ
そ
一
切
の
存
在
が
救
わ
れ
る
と
い
う
大
乗
仏
教

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
も
と
に
お
か
れ
て
く
る
言
葉
で
す
ね
。
あ
る
意
味
で
「
悉
有
仏
性
」
と
い
う
言
葉
と
も
重
な
る
意
味
も
も
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
自
性
、
文
字
ど
お
り
自
己
の
本
性
、
自
己
の
本
来
性
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
己
の
本
来
性
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
で
あ
り
、
阿
弥
陀
と
か
浄
土

と
い
っ
て
も
、
自
性
の
ほ
か
に
仏
な
く
、
唯
心
の
ほ
か
に
浄
土
は
な
い
。
そ
こ
に
自
性
の
弥
陀
、
唯
心
の
浄
土
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
自
己
の
本
来
を
明
ら
か
に
し
て
い
け
ば
自
ず
と
仏
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
認
識
と
い
い
ま
す
か
、
そ
こ
に
立
て
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
ね
。
た

だ
そ
れ
は
具
体
的
に
は
や
は
り
理
想
主
義
的
な
姿
勢
と
い
い
ま
す
か
、
生
き
方
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
自
己
の
本
来
を
成
就
し
て
い
け
ば
と
い
う
、
そ
う
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い
う
理
想
主
義
的
な
あ
り
方
を
必
然
し
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
理
想
主
義
と
い
う
と
き
に
は
、
必
ず
そ
の
根
っ
こ
に
、
曇
鸞
大
師
の
言
葉
で
い
え
ば
「
長
寝
大
夢
」
と
い
う
、
「
長
く
大
夢
に
寝
る
」
と
い
う
、
こ
れ

は
「
長
寝
大
夜
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
『
論
註
』
の
な
か
で
二
カ
所
に
こ
う
い
う
「
長
寝
大
夢
」
「
長
寝
大
夜
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ

し
て
そ
れ
は
「
無
有
出
期
」
、
「
出
る
と
き
有
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
結
び
つ
い
て
使
わ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
大
き
な
夢
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、

結
局
、
自
己
に
対
す
る
夢
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
自
分
自
身
に
夢
み
る
。
理
想
主
義
に
生
き
る
と
い
う
と
き
に
は
、
必
ず
最
も
具
体
的
に
は
自
己
に
夢
み
る
と
い
う

こ
と
が
な
け
れ
ば
理
想
に
生
き
る
な
ん
て
こ
と
で
き
な
い
の
で
す
ね
。
自
己
に
絶
望
し
て
い
る
も
の
が
理
想
に
生
き
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
や
は
り
理
想
に

生
き
て
い
く
、
理
想
に
燃
え
て
い
る
、
そ
こ
に
は
深
く
自
己
の
歩
み
に
夢
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
理
想
主
義
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
そ
れ
こ
そ
「
出
る
と
き
有
る
こ
と
な
し
」
で
す
。
自
己
を
突
破
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

自
己
の
夢
の
実
現
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
は
や
は
り
仏
道
を
人
間
の
夢
に
お
い
て
、
ま
あ
人
間
の
夢
と
い
う
言
い
方
は
き
つ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
の

実
質
は
そ
う
い
う
自
己
の
夢
の
実
現
と
い
う
姿
を
と
っ
て
く
る
。

「
沈
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
講
録
な
ど
で
は
「
固
執
偏
見
」
と
い
う
言
葉
で
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
自
ら
の
偏
見
を
固
執
す
る
。
偏
り
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
と
し
て
、
こ
の
「
沈
む
」
と
い
う
言
葉
は
古
来
受
け
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
一
つ
申
し
ま
す
と
、
曽
我
先
生
が
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
と
い
う
、
こ
の

「
沈
」
の
ほ
う
を
「
独
断
的
な
信
仰
」
、
独
り
よ
が
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
沈
む
と
い
う
と
き
に
は
、
独
り
よ
が
り
に
陥
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
真
実
に
聞
く
と
い
い
ま
す

か
、
事
実
に
聞
く
と
い
う
耳
を
塞
い
で
し
ま
っ
て
い
る
と
。
で
す
か
ら
そ
こ
で
は
、
つ
ね
に
新
た
な
現
実
と
の
出
遇
い
を
開
い
て
い
く
歩
み
に
な
ら
ず
に
、
逆
に
自
ら

の
理
想
を
も
っ
て
現
実
を
切
り
刻
ん
で
ゆ
く
と
い
い
ま
す
か
、
理
想
の
妨
げ
に
な
る
も
の
、
理
想
を
認
め
な
い
も
の
を
排
除
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
生
ま
れ
て
く
る
。

そ
の
意
味
で
「
独
断
的
信
仰
」
と
い
う
言
葉
で
曽
我
先
生
は
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
と
い
う
あ
り
方
を
お
さ
え
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

n

「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」

そ
れ
に
対
し
て
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
ほ
う
は
「
定
散
の
心
」
と
い
う
、

定
散
の
心
は
、
す
な
わ
ち
自
利
各
別
の
心
な
り
。

（
聖
典
三
三
九
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
自
利
各
別
」
と
い
う
言
葉
で
「
定
散
の
心
」
と
い
う
こ
と
が
お
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
次
の
頁
に
入
り
ま
す
と
、
『
阿
弥
陀
経
』
の

「
一
心
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
「
ま
た
一
心
に
つ
い
て
深
あ
り
浅
あ
り
」
（
聖
典
三
四
〇
頁
）
と
、
深
い
一
心
と
浅
い
一
心
と
い
う
言
い
方
で
分
け
ら
れ
て
お

り
ま
す
が
、
「
深
と
は
利
他
真
実
の
心
こ
れ
な
り
、
浅
と
は
定
散
自
利
の
心
こ
れ
な
り
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
「
定
散

「定散の自心に迷う」
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心
」
と
い
う
も
の
は
、
自
利
各
別
と
。
自
利
各
別
と
い
う
こ
と
は
別
々
な
心
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
な
体
験
に
立
っ
た
宗
教
心
で
す
ね
。
「
迷

う
」
と
い
う
の
は
「
惑
う
」
、
ま
あ
同
じ
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
言
う
な
ら
ば
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
。
自
ら
の
主
観
に
と
ら
わ
れ
、
自
ら
の
主
観
的
な
体
験
に
惑
わ

さ
れ
て
い
く
。

ま
あ
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
ほ
う
は
、
そ
の
意
味
で
は
理
想
主
義
的
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
観
念
に
生
き
る
と
い
う
姿
勢
が
生
ま
れ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

対
し
て
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
ほ
う
は
主
観
的
な
体
験
に
と
ら
わ
れ
、
惑
わ
さ
れ
て
い
く
姿
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ

そ
の
主
観
的
な
体
験
に
立
つ
限
り
、
や
は
り
疑
う
と
い
う
、
言
い
か
え
れ
ば
素
直
に
う
な
ず
け
な
い
、
素
直
に
出
遇
え
な
い
。
疑
う
と
い
う
の
は
「
猶
予
」
で
ご
ざ
い

ま
す
。
半
信
半
疑
で
ご
ざ
い
ま
す
。
信
ず
る
と
い
う
こ
と
も
、
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
態
度
が
決
定
し
な
い
。
事
実
に
立
て
な
い
で
、
主
観
に
立
っ
て
い
る
が
ゆ

え
に
事
実
に
従
え
な
い
。
自
分
の
主
観
に
合
う
と
き
に
は
う
な
ず
け
る
し
、
自
分
の
主
観
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
は
拒
ん
で
い
く
。
要
す
る
に
自
分
の
も
の
さ
し
で
教
え

を
測
る
と
い
う
や
り
方
を
結
果
し
て
く
る
。

そ
こ
に
個
人
性
・
主
観
性
、
あ
る
い
は
観
念
性
を
結
果
し
て
く
る
も
の
が
、
こ
の
「
沈
む
」
「
迷
う
」
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
私
ど
も
に

お
い
て
免
れ
が
た
い
問
題
と
し
て
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
親
鸞
聖
人
は
仏
法
に
遇
う
、
仏
道
に
生
き
る
と
い
う
な
か
で
、
し
か
も
な
お
免
れ
が
た
く
も
っ

て
い
る
病
を
こ
の
二
つ
の
言
葉
で
お
さ
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

n

個
人
性
の
突
破
、
「
四
の
善
事
あ
り
」

そ
し
て
と
く
に
そ
の
個
人
性
で
す
ね
、
そ
の
個
人
性
が
突
破
で
き
な
い
と
き
、
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
…
…
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
化
身
土
巻
」
で
す
が
、
三
五

二
頁
後
ろ
か
ら
二
行
目
で
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
『
涅
槃
経
』
の
言
葉
で
す
が
、
そ
こ
に
「
四
の
善
事
あ
り
」
と
出
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
善
事

な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
は
「
悪
果
を
獲
得
せ
ん
」
と
。
行
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
善
事
な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
善
事
を
行
ず
る
こ
と
に
お
い
て
悪
果
を
結
果
す
る
。

つ
ま
り
人
間
性
を
そ
こ
な
っ
て
い
く
、
こ
う
い
う
問
題
が
お
さ
え
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
善
事
と
い
う
の
は
「
一
つ
に
は
勝
他
の
た
め
の
ゆ
え
に
経
典
を
読
誦

す
」
と
、
読
誦
経
典
で
す
。
こ
れ
は
五
正
行
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
、
善
事
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
二
つ
に
は
利
養
の
た
め
の
ゆ
え
に
禁
戒
を
受
持
せ

ん
」
と
。
戒
を
た
も
つ
と
い
う
、
こ
れ
も
大
事
な
仏
道
の
実
践
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
三
つ
に
は
他
属
の
た
め
の
ゆ
え
に
し
て
布
施
を
行
ぜ
ん
」
と
。
そ
し
て

「
四
つ
に
は
非
想
非
非
想
処
の
た
め
の
ゆ
え
に
繋
念
思
惟
せ
ん
」
と
。
こ
れ
ら
全
部
四
つ
と
も
大
事
な
仏
道
の
実
践
の
行
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
が
悪
果
を
結
果
す
る
。
そ
れ
が
こ
こ
に
「
勝
他
の
た
め
」
、
人
に
優
れ
、
人
に
褒
め
た
た
え
ら
れ
る
た
め
に
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ

れ
か
ら
「
利
養
」
、
名
利
を
求
め
て
と
。
人
々
の
評
価
、
評
判
を
求
め
て
戒
を
行
じ
て
い
く
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
個
人
性
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
、
「
勝
他
の
た

真実の教 第二講99



- 25 -

め
」
「
利
養
の
た
め
」
と
い
う
個
人
的
な
欲
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
に
為
す
と
き
に
は
、
読
誦
経
典
、
受
持
禁
戒
と
い
う
こ
と
も
悪
果
を
結
果
し

て
く
る
。

ま
あ
こ
の
三
番
目
の
「
他
属
の
た
め
の
ゆ
え
に
布
施
を
行
ぜ
ん
」
と
い
う
の
が
わ
か
ら
ん
の
で
す
。
こ
の
「
他
属
」
と
い
う
言
葉
は
講
録
の
な
か
に
は
「
布
施
」
と

い
う
言
葉
と
重
ね
て
、
「
人
の
も
の
を
も
っ
て
布
施
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
他
属
の
た
め
の
ゆ
え
に
」
と
、
他
に
属
し
て
い
る
も
の
を
も
っ
て
布
施
を
行
ず
る
と

い
う
こ
と
だ
と
、
こ
う
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
で
す
と
他
属
の
「
た
め
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
、
「
他
属
を
も
っ
て
」
と
い
う
の
な
ら
わ

か
り
ま
す
が
、
他
属
の
た
め
に
布
施
を
行
ず
る
と
い
う
、
こ
の
「
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
な
る
の
か
で
す
ね
。
ど
う
も
そ
の
意
味
で
人
の
も
の
を
も
っ
て
と
い

う
受
け
と
め
は
ど
う
も
私
に
は
納
得
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
金
子
先
生
は
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
と
お
調
べ
に
な
り
、
お
考
え
に
な
っ
た
う
え
で
し
ょ
う
が
、
結
局
わ
か

ら
ん
と
、
こ
う
投
げ
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
他
属
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
と
。
ま
あ
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
の
で
す
が
、
結
局
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
ね
。

は
っ
き
り
い
た
し
ま
せ
ん
。
ま
あ
世
間
の
こ
と
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
賄
賂
を
贈
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
構
造
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
人
に
金
品
を
差
し
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
か
ら
の
利
益
を
求
め
る
。
見
返
り
を
期
待
し
て
す
る
。
何
か
そ
う
い
う
こ
と
が
近
い
の
か
な
あ
と
い
う
気
も
す
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
わ
か

り
ま
せ
ん
。
ま
た
お
考
え
く
だ
さ
い
。
講
録
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
人
の
も
の
を
も
っ
て
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
す
っ
き
り
し
な

い
の
で
す
。

最
後
の
「
繋
念
思
惟
」
に
つ
い
て
は
、
「
非
想
非
非
想
処
」
と
、
こ
れ
ま
た
や
や
こ
し
い
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
「
非
想
非
非
想
処
」
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
説
明
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
こ
れ
も
私
た
ち
の
想
い
を
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ

れ
は
こ
の
三
界
の
最
上
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
非
想
非
非
想
処
」
と
い
う
の
は
三
界
の
な
か
の
一
番
最
上
界
を
表
す
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
欲
界
の
最
上
界
が
他
化
自

在
天
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
色
界
の
最
上
界
は
四
禅
天
、
そ
し
て
無
色
界
の
最
上
界
が
、
い
ま
の
非
想
非
非
想
処
で
す
。
こ
う
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し

ま
す
と
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
自
性
唯
心
と
い
う
こ
と
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
あ
三
界
の
最
上
界
で
あ
り
ま
す
か
ら
最
も
最
高
の
理
想
郷
で
ご
ざ
い
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
最
高
の
理
想
郷
を
求
め
て
「
繋
念
思
惟
」
す
る
と
い
う
と
こ
と
が
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
そ
こ
に
自
己
の
理
想
を
実
現

す
る
た
め
の
歩
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
結
局
そ
の
行
っ
て
い
る
こ
と
は
善
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
個
人
的

関
心
、
主
観
的
観
念
に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
て
い
く
と
き
、
そ
れ
は
魔
事
を
行
ず
る
。

そ
う
い
う
「
悪
果
」
と
い
う
の
は
、
人
間
と
し
て
の
具
体
性
、
全
体
性
を
失
っ
て
い
く
。
「
悪
」
と
い
う
の
は
、
人
間
と
し
て
嫌
悪
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
す
。
人

間
と
し
て
嫌
悪
す
べ
き
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
全
体
性
と
い
う
か
か
わ
り
を
失
っ
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
自
利
各
別
の
ば
ら
ば
ら
な
世
界
に
陥
れ
て
い
く
。
そ

個人性の突破、「四の善事あり」
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こ
に
主
観
性
、
個
人
性
が
非
常
に
深
い
問
題
と
し
て
仏
道
の
な
か
に
お
い
て
問
わ
れ
続
け
て
き
て
い
る
。
い
か
に
し
て
個
人
性
、
主
観
性
を
超
え
得
る
の
か
、
そ
う
い

う
道
、
結
局
仏
道
の
全
体
が
問
わ
れ
て
い
る
。

n

出
離
最
後
の
怨
み

た
び
た
び
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
源
信
僧
都
は
そ
の
生
涯
の
歩
み
の
果
て
に
お
い
て
、

則
知
、
出
離
最
後
之
怨
、
莫
大
名
利
。

（
聖
全
一
・
八
八
八
頁
）

と
。
「
則
ち
知
る
」
、
い
ま
に
し
て
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
と
、
「
出
離
最
後
の
怨
み
」
、
そ
れ
は
「
名
利
よ
り
大
な
る
も
の
な
し
」
と
、
『
往
生
要
集
』
の
な
か
に
あ

げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
こ
そ
ず
っ
と
あ
ら
ゆ
る
行
を
積
ん
で
き
て
、
仏
道
を
求
め
仏
道
に
生
き
て
き
て
、
し
か
も
、
い
ま
に
し
て
思
い
知
っ
た
と
。
結

局
、
個
人
性
、
主
観
性
が
破
ら
れ
な
け
れ
ば
名
利
は
超
え
ら
れ
な
い
。
一
切
の
歩
み
が
す
べ
て
名
利
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
名
利
と
も
気
づ

か
な
い
の
で
す
ね
。
は
じ
め
か
ら
意
識
し
て
名
利
の
た
め
に
行
う
と
、
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
問
題
な
ら
話
は
ま
だ
は
っ
き
り
す
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
源
信
僧
都
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
巨
象
が
苦
心
惨
憺
し
て
檻
か
ら
抜
け
出
る
と
い
う
譬
え
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
ね
。
大
き
な
図
体
の
象
が
檻
か
ら
抜
け
出
る

と
い
う
の
は
大
変
な
難
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
い
ろ
い
ろ
な
行
を
行
じ
て
き
た
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
巨
象
が
檻
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
す
る
が
ご
と
き
困
難
な
行
を

ず
っ
と
耐
え
て
仏
道
を
行
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
体
は
外
へ
出
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
尻
尾
が
檻
の
柵
に
引
っ
か
か
っ
て
絡
ん
で
い
ま
し
て
、
「
遂
に
一
尾
の
為
に
」
出

る
こ
と
を
得
ず
と
。
そ
う
い
う
譬
え
が
『
往
生
要
集
』
の
な
か
に
出
て
お
り
ま
す
。

こ
ん
な
も
の
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ま
す
と
、
そ
ん
な
の
は
尻
尾
を
ち
ょ
っ
と
ピ
ン
と
伸
ば
し
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
な
い
か
と
。
象
の
大
き
な
図
体
に
対
し
て
の
あ

る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
小
さ
な
可
愛
い
尻
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
尻
尾
が
絡
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
ん
な
も
の
は
す
ぐ
離
れ
ら
れ
る
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
が
、
問
題
は
あ
る
と
も
気
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
文
字
ど
お
り
あ
の
巨
体
に
対
し
て
象
の
尻
尾
な
ん
て
も
の
は
ま
こ
と
に
微
か

な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
自
分
の
な
か
に
名
利
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
し
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
仏
道
を
行
じ
て
き
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で

す
ね
。
そ
れ
が
個
人
性
を
超
え
て
い
な
い
と
き
に
は
必
ず
名
利
の
道
に
変
質
し
て
い
く
。
結
局
、
そ
う
い
う
名
利
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は

ほ
ん
と
う
の
出
遇
い
が
成
り
立
た
な
い
。

n

仏
法
は
自
己
の
経
験
で
な
く
、
自
己
を
経
験
す
る

そ
う
い
う
問
題
が
こ
の
「
別
序
」
に
お
い
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
振
り
返
り
ま
し
て
、
「
真
実
の
教
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
真
実
の
教

が
出
遇
い
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
の
上
に
真
に
開
か
れ
た
世
界
を
成
就
す
る
。
あ
る
い
は
人
間
を
開
い
て
い
く
。

真実の教 第二講99
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そ
こ
に
は
、
信
心
の
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
一
人
一
人
の
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
の
道
で
ご
ざ
い
ま
す
。
み
ん
な
と
一
緒
に
多
数
決
で
と
は
い

か
な
い
世
界
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
信
心
の
世
界
と
い
う
の
は
一
人
一
人
が
そ
の
全
存
在
を
か
け
て
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
決

し
て
個
人
の
道
で
は
な
い
。
個
人
的
な
歩
み
で
は
な
い
。
ど
う
言
い
ま
す
か
ね
、
個
人
を
体
験
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
仏
法
に
お
い
て
は
じ
め
て
個
人
を
体
験
す
る
。

自
己
の
経
験
で
は
な
く
て
、
自
己
を
経
験
す
る
。
そ
う
い
う
道
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
た
ち
は
つ
ね
に
、
自
己
の
経
験
に
し
て
し
ま
う
。
自

己
の
経
験
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
こ
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
問
題
で
す
ね
。
自
己
に
お
い
て
人
間
の
事
実
を
経
験
し
て
い
く
歩
み
を
開
く
も
の
が
「
真
実
の

教
」
と
い
え
る
の
で
な
い
か
。
私
た
ち
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
業
の
身
に
お
い
て
人
間
の
事
実
を
尽
く
し
て
い
け
る
。

こ
れ
は
ま
あ
、
毎
回
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
善
導
の
菩
提
心
の
問
題
で
す
ね
。
あ
そ
こ
に
、
菩
提
心
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
我
が
身
に
お
い
て
歩
ま
れ
る
も
の

で
す
ね
。
我
が
身
の
事
実
に
お
い
て
歩
ま
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
唯
願
我
身

身
同
虚
空

心
斉
法
界

尽
衆
生
性
」
。
我
が
身
に
お
い
て
「
衆
生
性
を
尽
く

す
」
。
我
が
身
に
お
い
て
人
間
の
事
実
を
尽
く
さ
し
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
世
界
を
開
く
も
の
が
「
真
実
の
教
」
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
は
じ
め
て
、
一
人
一
人
の
人
間
の
事
実
を
そ
の
身
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
じ
め
て
共
同
体
と
い
い
ま
す
か
、
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
開
か

れ
て
く
る
の
で
な
い
か
。
そ
こ
に
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
共
同
体
と
い
う
問
題
を
宗
さ
ん
が
昨
日
ご
指
摘
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

う
い
う
問
題
を
そ
こ
で
も
う
少
し
考
え
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
全
六
巻
の
あ
る
意
味
で
転
回
軸
と
な
り
ま
す
「
別
序
」
の
な
か
に
、
宗
祖
が
と
く
に
見
つ
め
て
お
ら
れ
る
人
間
の
現
実
、
「
自
性
唯
心
に
沈
み
、
定

散
の
自
心
に
迷
う
」
と
い
う
こ
と
を
と
お
し
て
振
り
返
っ
て
、
こ
の
「
真
実
の
教
」
、
出
遇
い
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
た
ず
ね
さ
せ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

（
一
九
九
九
年
六
月
十
七
日
）

仏法は自己の経験でなく、自己を経験する
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9
9

真
実
の
教

３

一
九
九
九
年
六
月
十
七
日

■

真
実
の
教
の
は
た
ら
き

い
き
な
り
妙
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
今
朝
、
京
都
新
聞
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
「
真
の
や
す
ら
ぎ
く
れ
ま
す
か
、
一
家
に
一
匹
ペ
ッ
ト
ロ

ボ
時
代
」
と
い
う
見
出
し
が
大
き
く
出
て
お
り
ま
し
た
。
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
の
犬
は
ソ
ニ
ー
が
造
っ
た
ん
で
す
か
ね
。
三
千
台
を
売
り
に
出
し
た
ら
、
二
十
分
で
完
売
だ
そ

う
で
す
ね
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
、
買
え
な
か
っ
た
か
ら
悲
し
い
と
か
、
誰
か
譲
っ
て
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
続
々
と
集
ま
っ
て
い
る
と
。
そ
れ
で
他
の
家

電
会
社
も
、
熊
だ
と
か
、
猫
の
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
を
造
っ
て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。

タ
ッ
チ
セ
ン
サ
ー
つ
き
の
自
立
型
ロ
ボ
ッ
ト
だ
そ
う
で
、
自
分
の
判
断
で
動
い
て
、
感
情
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
ん
で
、
喜
び
、
悲
し
み
な
ど
仕
草
で
表
現
す

る
。
お
ま
け
に
頭
を
叩
い
た
り
し
て
、
躾
け
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
お
こ
り
っ
ぽ
い
性
格
と
か
、
優
し
い
性
格
に
変
化
し
て
、
本
当
に
科
学
が

何
で
も
造
り
出
し
て
し
ま
う
。
感
心
す
る
と
同
時
に
、
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
ま
す
け
れ
ど
も
。

ま
た
福
祉
関
係
の
ほ
う
で
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
い
ろ
い
ろ
話
し
か
け
た
り
、
喜
び
を
人
々
に
与
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
、
い
よ
い
よ
対
人
関
係
が
煩
わ
し
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
孤
立
化
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

と
も
か
く
そ
う
い
う
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
を
欲
し
が
る
世
代
と
い
う
の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
九
割
が
男
性
で
、
年
齢
は
三
十
代
が
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
、
若
い
世

代
を
、
ロ
ボ
ッ
ト
世
代
と
言
う
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
小
さ
い
時
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
っ
て
育
っ
て
き
た
世
代
が
多
い
ら
し
い
ん
で
す
が
。
と
も
か
く
、
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
に

飛
び
つ
く
に
は
、
人
間
関
係
の
問
題
で
す
ね
。
和
田
先
生
の
言
葉
を
お
借
り
し
て
申
し
ま
す
と
、
本
当
に
人
間
は
面
倒
や
な
ぁ
、
と
い
う
。
一
人
で
い
る
の
は
寂
し
い

し
、
一
緒
に
い
る
の
は
煩
わ
し
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
感
情
に
と
っ
て
、
ペ
ッ
ト
ロ
ボ
と
い
う
の
は
、
都
合
が
い
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
共
同
体
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
、
地
縁
・
血
縁
の
共
同
体
に
属
す
る
時
に
、
そ
の
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
生
活
が
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
。
同
時
に
そ
の
共
同
体
に
縛
ら
れ
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
悲
し
さ
と
言
い
ま
す
か
、
や
り
切
れ
な
さ
を
同
時
に
感

ず
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
確
か
小
田
実
さ
ん
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
一
時
期
、
「
泥
棒
集
団
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ね
。
私
は
時
代
劇
が
好
き
で
、
時
間
が

あ
る
と
見
て
お
り
ま
す
が
、
鬼
兵
捕
物
帳
を
見
ま
す
と
、
ま
さ
に
泥
棒
集
団
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
で
す
ね
。
あ
の
人
た
ち
の
言
う
、
お
仕
事

で
す
ね
。
今
度
は
こ
う
い
う
仕
事
を
す
る
。
今
度
は
押
し
入
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
技
術
を
も
っ
た
も
の
が
必
要

真実の教 真実の教 ３99 99
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だ
と
。
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
才
能
が
あ
る
も
の
が
必
要
だ
と
。
そ
う
い
う
必
要
な
才
能
の
と
こ
ろ
で
人
を
集
め
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
共
同
し
て
そ
の

仕
事
を
し
て
、
仕
事
が
終
わ
る
と
、
バ
ラ
バ
ラ
に
別
々
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
。
そ
う
い
う
能
力
集
団
、
何
か
一
つ
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
て
い
く
た
め
に
、

集
ま
っ
て
き
て
、
仕
事
が
終
わ
れ
ば
、
自
由
に
帰
る
と
い
う
あ
り
方
を
泥
棒
集
団
と
い
う
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
力
を
共
に
し
て
と
い
う
人
間
関

係
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
間
関
係
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

た
だ
そ
の
場
合
は
能
力
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
能
力
が
な
い
も
の
に
と
っ
て
、
そ
う
い
う
連
帯
は
も
ち
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。
本
当
に
個
々
バ
ラ
バ
ラ
な
人
間
が
、
生
ま
れ
と
共
に
地
縁
・
血
縁
の
共
同
体
と
い
う
こ
と
は
別
と
し
て
、
人
間
と
し
て
の
共
同
体
を
求
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
本
当
に
面
倒
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
く
い
え
ば
、
ど
う
い
う
思
想
に
依
る
に
し
ろ
、
個
々
の
存
在
を
ま
と
め
て
、

一
つ
の
共
同
体
を
創
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
何
ら
か
の
力
で
、
外
か
ら
縛
る
と
い
う
方
法
に
必
然
的
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
免
れ
な

い
と
思
い
ま
す
。

■

権
力
と
財
力

そ
の
場
合
の
力
は
一
つ
は
権
力
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
財
力
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
力
に
よ
っ
て
で
き
る
こ
と
は
、
力
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
て
一
つ

に
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
日
で
は
、
マ
ス
コ
ミ
で
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
言
葉
が
一
時
期
は
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
か
た

ち
で
、
人
々
の
精
神
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
。

北
朝
鮮
で
は
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
一
つ
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
力
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
非
常
に
巧

妙
に
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

服
従
と
悦
服

そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
は
権
威
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
力
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
屈
服
さ
せ
ら
れ
ま
す
時
に
は
、
そ
れ
は
や
は

り
あ
る
限
度
に
お
い
て
爆
発
す
る
時
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
屈
服
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
思
い
が
、
そ
う
い
う
力
を
は
ね
の
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
当
然
起
こ
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
悦
服
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
屈
服
を
悦
服
に
変
え
て
い
く
装
置
が
権
威
で
ご

ざ
い
ま
す
ね
。
ダ
ン
ト
レ
ー
ク
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
政
治
学
者
は
、
強
制
を
自
由
に
変
え
る
装
置
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
権
威
と
い
う
も
の
は
実
際

は
強
制
さ
せ
ら
れ
て
い
く
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
も
本
人
の
意
識
に
お
い
て
は
、
自
分
か
ら
喜
ん
で
、
あ
る
い
は
自
分
か
ら
進
ん
で
、
そ
う
い
う
方
向
に
力
を
出
し
て

い
く
。
そ
う
い
う
強
制
を
自
由
に
変
え
る
。
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
自
由
に
よ
る
協
力
と
い
う
意
識
に
変
え
さ
せ
る
装
置
が
権
威
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

■ 権力と財力
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最
近
は
こ
う
い
う
権
威
が
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
立
て
ら
れ
つ
つ
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
国
家
と
か
、
国
旗
の
問
題
で
す
ね
。
そ
し
て
君
が
代
の
君
は
象
徴
天
皇
だ
と
い

う
よ
う
な
見
解
ま
で
出
さ
れ
る
。
何
か
あ
る
意
味
で
、
個
々
の
一
つ
一
つ
は
、
ま
あ
ま
あ
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ
と
な
ら
い
い
か
と
見
過
ご
せ
そ
う
な
こ
と
で
す
が
、
し
か

し
そ
れ
が
、
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
大
き
な
力
と
い
い
ま
す
か
、
装
置
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

■

「
恍
惚
の
間
」

そ
の
意
味
で
最
近
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
善
導
大
師
が
『
観
経
疏
』
の
中
で
、
阿
闍
世
が
提
婆
の
唆
し
に
い
つ
の
間
に
か
の
っ
て
し
ま
っ
て
、
あ
あ
い
う

王
舎
城
の
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
、
そ
の
と
こ
ろ
で
「
ま
さ
し
く
闍
王
、
恍
忽
の
間
に
悪
人
の
誤
る
と
こ
ろ
を
信
受
す
る
こ
と
を
」
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
カ
所
、
今
度
は

そ
の
阿
闍
世
に
よ
っ
て
韋
提
希
が
い
ま
ま
さ
に
い
の
ち
を
奪
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
繰
り
返
し
て
、
「
哀
れ
な
る
か
な
、
恍
惚
の
間
に
こ
の
苦
難
に
逢
え
る
こ
と

を
」
（
聖
典
頁
）
と
置
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
こ
の
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
恍
惚
の
間
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
意
味
が
あ
る
ん
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
。
一
つ
に
は
、
や
は
り
う
か
う
か
と
し
て
い
る
間
に
、
そ
の
時
、
そ
の
時
に
や
り
過
ご
し
た
り
、
対
処
し
た
り
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
気
が
つ
い
た

ら
、
避
け
よ
う
の
な
い
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
、
「
恍
惚
の
間
」
の
言
葉
を
最
近
ま
た
繰
り
返
し
思
い
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

共
同
体
を
外
か
ら
創
ろ
う
と
す
る
時
、
一
つ
の
力
で
ま
と
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
お
互
い
に
理
解
し
合
っ
て
、
共
に
い
た

わ
り
合
っ
て
と
い
う
よ
う
な
、
一
つ
の
情
愛
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
う
な
ず
き
合
っ
て
い
け
る
よ
う
な
連
帯
意
識
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
お
互
い
に
理
解

し
合
っ
て
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
こ
れ
は
当
然
理
解
し
合
え
な
い
も
の
を
排
除
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
き
う
る
。
何
も
積
極
的
に
そ
う
い
う
態
度
を
選
ぶ
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
有
り
様
そ
の
も
の
が
、
そ
う
い
う
事
態
を
結
果
し
て
く
る
。
や
は
り
人
間
同
士
理
解
し
合
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
免
れ
な
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
結
局
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
排
除
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
時
に
は
目
は
お
互
い
に
内
に
し
か
向
か
な
い
。
外
に
向
か
っ
て
目
を
開
く
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
つ
ね
に
理
解
し
合
え
る
仲
間
に
し
か
、
目
が
向
か
な
い
と
い
う
仲
間
意
識
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
仲
間
意
識
が
、
そ
れ
な
り
の
集
ま
り
を
開
く
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
も
の
は
必
ず
そ
の
有
り
様
、
内
に
し
か
目
を
向
け
な
い
集
ま
り
は
、
必
ず
そ
の
あ
り
方
が
固
定
化
し
て
き
ま
す
し
、
そ
の
精
神
は
淀

ん
で
く
る
、
濁
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
免
れ
な
い
。

■

肯
定
と
否
定
が
織
り
成
す
と
こ
ろ
に
歴
史
が
生
ま
れ
る

安
田
先
生
の
お
言
葉
の
中
に
、
「
肯
定
し
合
う
だ
け
で
は
歴
史
は
生
ま
れ
な
い
」
。
肯
定
し
合
う
、
あ
る
い
は
否
定
し
合
う
と
い
う
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
か
ら
歴
史
は
生
ま
れ
な
い
と
。
肯
定
と
否
定
が
織
り
成
す
と
こ
ろ
に
歴
史
が
生
ま
れ
る
と
あ
り
ま
す
。

■

「
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
し
て
」

真実の教 真実の教 ３99 99
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こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
後
序
の
最
後
に
「
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
よ
く
ご
存
知
で
す
が
、
曽
我

量
深
先
生
が
「
浄
土
真
宗
と
い
う
の
は
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
と
懸
命
の
疑
謗
と
の
常
恒
不
断
の
戦
い
の
歴
史
だ
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
浄
土

真
宗
と
い
う
の
は
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
と
懸
命
の
疑
謗
と
の
常
恒
不
断
の
戦
い
の
歴
史
だ
と
。
決
し
て
本
願
を
信
順
し
て
き
た
も
の
だ
け
が
創
り
出
し
て
き
た
歴
史
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
信
順
者
だ
け
の
集
ま
り
に
な
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
閉
じ
ら
れ
た
あ
り
方
に
な
り
、
精
神
が
淀
む
と
い
う
こ
と
が
免
れ
な
い
。

一
時
期
、
教
団
を
批
判
す
る
も
の
は
、
教
団
の
外
に
出
ろ
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ

う
い
う
自
ら
の
有
り
様
を
問
い
直
す
。
問
い
返
す
、
そ
う
い
う
眼
を
失
う
時
そ
の
共
同
体
は
非
常
に
独
善
的
な
、
あ
る
い
は
自
己
満
足
の
中
に
沈
む
あ
り
方
を
免
れ
な

い
。
そ
こ
に
信
順
と
疑
謗
、
そ
し
て
曽
我
先
生
は
「
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
者
の
あ
る
所
、
賢
明
の
疑
謗
者
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
「
ひ
た

す
ら
な
る
信
順
者
の
あ
る
所
、
賢
明
な
る
疑
謗
者
が
あ
る
」
と
。
そ
の
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
者
が
な
け
れ
ば
、
疑
謗
す
る
気
も
起
こ
ら
ん
で
す
わ
ね
。
疑
謗
と
い
い
ま

し
て
も
、
問
い
返
し
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
ね
。
無
視
す
る
、
無
関
係
と
い
う
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
に
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
者
、
つ
ま
り
信
じ
順

う
と
い
う
こ
と
に
、
存
在
を
か
け
て
歩
ん
で
い
る
人
が
い
る
。
そ
う
い
う
人
が
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
対
し
て
始
め
て
賢
明
な
る
問
い
返
し
、
果
た
し
て
そ
う
か
と
、

問
い
返
す
人
が
呼
び
出
さ
れ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
始
め
て
、
生
き
た
人
間
の
歩
み
が
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
信
順
と
疑
謗
の

常
恒
不
断
の
闘
い
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
し
て
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
者
の
あ
る
と
こ
ろ
、
賢
明
の
疑
謗
者
あ
り
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
賢
明
の
疑
謗
者
に
よ
っ
て
、
い
よ

い
よ
そ
の
信
順
と
い
う
も
の
が
深
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が
曽
我
先
生
の
叫
び
と
し
て
遺
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
、
そ
れ
に
対
し
て
、
信
順
者
だ
け
の

集
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
教
法
は
教
条
化
し
て
い
き
ま
す
。
ド
グ
マ
と
な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
そ
し
て
そ
の
集
ま
り
は
固
定
化
し
て
い
く
こ
と
を

免
れ
な
い
。

■

薄
皮
を
剥
ぐ
歩
み

そ
の
意
味
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
つ
い
先
日
亡
く
な
り
ま
し
た
東
大
寺
の
管
長
さ
ん
の
清
水
公
照
（
し
み
ず
こ
う
し
ょ
う
）
と
い
う
方

で
す
ね
。
東
大
寺
で
す
か
ら
華
厳
の
学
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
そ
の
方
の
「
華
厳
経
講
話
」
を
読
ま
せ
て
頂
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
若
い
時
分
、
行
脚
に
歩

か
れ
る
、
行
脚
・
行
乞
に
歩
い
て
い
か
れ
る
。
寒
い
日
に
雨
や
雪
が
降
る
と
、
そ
れ
こ
そ
本
当
に
つ
ら
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
を
ず
っ
と
回
っ
て
い
く
中

に
一
軒
、
湯
葉
屋
さ
ん
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
湯
葉
屋
さ
ん
に
寄
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
唯
一
の
楽
し
み
、
喜
び
だ
っ
た
と
。
湯
葉
屋
さ
ん
で
す
か
ら
、
湯
気

が
も
う
も
う
と
建
物
の
中
に
立
ち
込
め
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
へ
一
歩
足
を
入
れ
る
と
、
湯
気
が
身
体
を
包
ん
で
く
れ
る
。
冷
え
き
っ
た
身
体
を
包
ん
で
く
れ
る
。
本

当
に
生
き
返
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
か
ら
清
水
さ
ん
が
、
湯
葉
と
い
う
の
は
豆
乳
を
温
め
る
と
表
面
に
皮
が
張
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
皮
を
す
っ

■ 薄皮を剥ぐ歩み
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と
掬
っ
て
乾
か
し
て
、
湯
葉
に
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
皮
が
張
っ
て
く
る
の
を
掬
い
取
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
豆
乳
は
固
ま
っ
、
硬
く
な
っ
て
、
も

う
湯
葉
を
つ
く
れ
な
い
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
こ
に
絶
え
ず
出
来
上
が
っ
た
薄
皮
を
剥
が
し
続
け
る
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
清
水
さ
ん
は

歩
み
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
歩
み
に
お
い
て
、
つ
ね
に
薄
皮
を
張
っ
て
し
ま
う
。
必
ず
そ
こ
に
自
分
で
も
気
づ
か

な
い
皮
、
つ
ま
り
自
分
の
歩
み
に
対
す
る
、
一
つ
の
肯
定
と
言
い
ま
す
か
ね
。
自
ら
の
体
験
に
対
す
る
執
着
、
歩
み
に
対
す
る
自
負
、
そ
う
い
う
も
の
が
必
ず
薄
皮
と

な
っ
て
張
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
そ
の
歩
み
に
お
い
て
到
達
し
た
と
こ
ろ
を
突
き
崩
し
、
到
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
そ
の
歩
み
は
滞
り
固
ま
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
清
水
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
到
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
到
達
し
た
自
分
を
突
き
崩
し
て
、
新
し
い
一
歩
を
踏
み

出
す
と
い
う
人
間
像
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
、
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
善
財
童
子
の
物
語
だ
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

■

善
財
童
子
の
遍
歴

善
財
童
子
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
五
十
三
人
の
善
知
識
、
場
所
と
し
て
は
五
十
五
箇
所
に
わ
た
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
善
知
識
を
重
ね
て
尋
ね
る
と
い
う
こ
と

が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
五
十
三
善
知
識
・
五
十
五
会
処
の
遍
歴
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
遍
歴
と
い
う
こ
と
を
、
「
す
べ
て
の
沈
滞
と
凝
固
を
破
っ
て
、
生
命
の
躍
動

を
掴
む
こ
と
を
遍
歴
と
言
う
ん
だ
」
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
歩
み
に
お
け
る
沈
滞
と
凝
固
を
破
っ
て
、
新
た
な
一
歩
を
そ
こ
か

ら
歩
み
出
す
と
い
う
。
つ
ね
に
生
命
の
躍
動
を
つ
か
む
こ
と
だ
と
。
そ
の
意
味
で
到
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
新
た
に
出
発
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
童
子
と
い
う
の
は
八
歳

か
ら
未
完
の
も
の
と
い
う
定
義
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
未
完
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
未
だ
独
立
し
て
い
な
い
も
の
で
す
ね
。
具
体
的
に
は
出
家
者
に
仕
え
て
日
々
の
世
話

を
す
る
、
そ
う
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
も
の
を
童
子
と
。
比
叡
山
に
お
い
て
も
童
子
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
お
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
大
乗
仏
教
の

ほ
う
で
は
、
菩
薩
の
こ
と
を
童
子
と
。
つ
ま
り
仏
の
王
子
だ
と
。
仏
の
子
と
い
う
意
味
で
菩
薩
を
童
子
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

■

童
子
は
精
神
の
柔
軟
さ
で
あ
り
、
厳
し
さ
で
あ
り
、
純
粋
さ
に
生
き
る
姿

『
華
厳
経
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
華
厳
探
玄
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
童
子
は
「
離
然
の
締
結
は
、
道
の
器
と
な
る
」
、
そ
う

い
う
も
の
を
童
子
と
い
う
と
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
離
然
の
然
と
い
う
の
は
、
い
ま
の
沈
滞
と
凝
固
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
歩
み
に
お
け
る
垢
が
滲
み
る
ん
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
離
然
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
沈
滞
と
凝
固
を
離
れ
る
。
そ
う
い
う
沈
滞
と
凝
固
を
離
れ
て
締
結
、
言
う
な
ら
ば
自
ら
に
対
す
る
問
い
の
厳
し
さ
で
し
ょ
う

ね
。
妥
協
を
自
ら
に
許
さ
な
い
。
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
妥
協
を
許
さ
な
い
、
そ
う
い
う
精
神
の
純
潔
さ
に
お
い
て
、
道
が
持
た
れ
て
も
ゆ
き
、
か
た
ど
ら
れ
て

も
い
く
。
そ
こ
に
道
の
器
と
な
る
。
そ
れ
を
童
子
と
呼
ぶ
。
『
探
玄
記
』
に
は
そ
う
い
う
定
義
が
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
童
子
と
い
う
の
は
決
し
て
年
齢
の
こ
と
で
は

な
い
、
精
神
の
柔
軟
さ
で
あ
り
、
厳
し
さ
で
あ
り
、
純
粋
さ
に
生
き
る
姿
で
す
。
そ
こ
に
童
子
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
離
然
の
歩
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み
、
そ
れ
が
薄
皮
を
剥
が
す
と
い
う
譬
え
と
し
て
、
清
水
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
私
ど
も
が
歩
み
に
お
い
て
、
私
ど
も
の
意
識
す
る
よ
り
深
く
に
、
つ
ね
に
皮
を
張
り
続
け
て
い
る
、
あ
る
意
味
で
は
親
鸞
聖
人
に
お
き
ま
す
三

願
転
入
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
皮
を
剥
い
で
い
っ
た
。
皮
が
剥
が
さ
れ
て
い
っ
た
歩
み
で
な
い
か
と
も
思
え
ま
す
。

■

わ
れ
ら
に
は
た
ら
く
真
実
の
教

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
言
い
方
で
は
、
清
水
さ
ん
の
湯
葉
で
の
体
験
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
非
常
に
響
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
少
し
油
断
を
し
て
皮
を
剥
が
す
こ

と
を
忘
れ
て
い
る
時
に
は
、
必
ず
皮
が
張
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
せ
っ
か
く
出
来
上
が
っ
た
皮
を
剥
が
す
と
い
う
、
こ
れ
ほ
ど
痛
み
を
と
も
な
う
辛
い
こ
と
も
な
い
わ
け

で
あ
り
ま
し
て
、
で
き
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
厚
い
皮
に
包
ま
れ
て
、
冷
た
い
風
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
意

味
で
、
そ
う
い
う
皮
を
自
ら
剥
が
し
続
け
て
歩
み
続
け
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
行
者
を
聖
道
門
の
方
々
は
、
聖
道
門
の
道
を
歩
み
続
け
る
人
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
歩
み
を
自
ら
に
続
け
て
い
か
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
た
だ
ま
こ
と
に
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
自
分
の
意
志
で
、
自
分
の
精
神
力
で
絶
え
ず
自

分
の
薄
皮
を
剥
が
し
て
い
く
と
い
う
時
、
気
が
つ
い
て
み
ま
す
と
、
そ
の
自
分
の
意
志
、
精
神
を
よ
り
深
く
と
ら
え
て
い
る
と
言
い
ま
す
か
、
握
り
し
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
限
り
な
く
自
分
を
破
っ
て
歩
み
続
け
て
い
る
そ
の
全
体
が
大
き
な
自
己
肯
定
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
免
れ
難
く
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

■

沈
み
、
迷
う
と
い
う
姿
は
よ
り
深
い
我
執
の
中
に
陥
っ
て
い
る
姿

こ
の
別
序
に
お
き
ま
し
て
、
昨
日
触
れ
ま
し
た
、
「
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」
（
聖
典
二
一
〇

頁
）
と
い
う
、
こ
の
沈
み
、
迷
う
と
い
う
そ
の
姿
は
ま
さ
に
、
そ
う
い
う
自
ら
の
薄
皮
を
、
あ
る
意
味
で
破
り
続
け
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
い
よ
い
よ
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
、
よ
り
深
い
我
執
の
中
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
姿
が
そ
こ
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
自
ら
に
深
く
、
そ
う
い
う
事
実
を
見
続
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
別
序
で
は
、
そ
の
沈
迷
の
機
を
挙
げ
て
、
「
こ
こ
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
」
と
、

こ
う
受
け
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
爰
に
」
と
い
う
言
葉
に
、
非
常
に
い
ろ
ん
な
響
き
を
そ
こ
に
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
に
は
深
く
自
ら
沈
み
迷
っ

て
い
る
現
実
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
の
深
い
悲
歎
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
悲
し
み
歎
く
。
そ
の
悲
歎
に
お
い
て
、
「
こ
こ
に
」
と
い
う
。

愚
禿
釈
の
親
鸞
、
諸
仏
如
来
の
真
説
に
信
順
し
て
、
論
家
・
釈
家
の
宗
義
を
披
閲
す
。
広
く
三
経
の
光
沢
を
蒙
り
て
、
特
に
一
心
の
華
文
を
開
く
。

（
聖
典
二
一
〇
頁
）

と
い
う
、
こ
う
い
う
言
葉
の
置
か
れ
て
い
る
所
以
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
沈
み
迷
っ
て
い
る
、
沈
迷
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い
う
、

■ われらにはたらく真実の教
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そ
う
い
う
自
ら
を
そ
こ
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
、
そ
の
深
く
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
自
分
を
照
ら
し
出
さ
れ
た
そ
の
一
点
に
お
い
て
「
こ
こ
に
」
で
す
ね
。

■

我
が
身
の
不
果
遂
の
事
実

先
ほ
ど
三
願
転
入
の
文
を
少
し
申
し
ま
し
た
が
、
三
五
六
頁
に
三
願
転
入
と
い
う
言
い
方
で
古
来
言
わ
れ
て
い
ま
す
、
こ
の
一
段
。
そ
し
て
歴
史
学
者
の
方
々
は
、

そ
の
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
を
十
九
願
の
時
代
か
ら
二
十
願
の
時
代
に
回
入
し
、
そ
し
て
二
十
願
の
あ
り
方
か
ら
十
八
願
の
あ
り
方
に
転
入
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
う
い

う
図
式
で
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
見
分
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
多
く
の
学
者
の
方
が
な
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
が
十
八
願
の
世
界
に
入
ら
れ
た

の
は
い
つ
だ
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
説
が
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
言
う
な
ら
ば
最
後
の
結
び
が
、

し
か
る
に
い
ま
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、
速
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
、
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
う
。
果
遂
の
誓

い
、
良
に
由
あ
る
か
な
。

（
聖
典
三
五
六
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

■

悲
歎
に
お
い
て
果
遂
の
誓
い
に
出
遇
っ
て
い
る

こ
の
真
実
の
法
に
出
遇
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
法
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
よ
い
よ
我
が
身
の
事
実
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て

き
た
と
い
う
、
い
よ
い
よ
我
が
身
の
事
実
が
深
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
照
ら
さ
れ
尽
く
し
た
と
こ
ろ
に
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る

も
の
が
、
我
が
身
の
不
果
遂
の
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
果
遂
の
誓
い
、
良
に
由
あ
る
か
な
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
果
遂
し
な
い
、
歩

み
が
果
た
し
遂
げ
ら
れ
な
い
、
そ
の
悲
歎
に
お
い
て
果
遂
の
誓
い
と
い
う
も
の
に
出
遇
っ
て
い
る
。
自
分
で
果
た
し
遂
げ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
に
、
果
遂
の
誓

い
な
ど
は
意
味
が
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
果
遂
の
誓
い
に
深
く
感
動
し
、
「
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
」
、
と
続
け
て
こ
ら
れ
る
、
そ

こ
に
は
我
が
身
の
不
果
遂
の
事
実
の
深
さ
を
徹
底
し
て
知
ら
さ
れ
た
。
で
す
か
ら
、
三
願
転
入
の
文
に
先
だ
っ
て
悲
歎
の
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。

悲
し
き
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
已
来
、
助
・
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
え
に
、
出

離
そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
回
を
度
る
に
、
微
塵
劫
を

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

（
聖
典
三
五
六
頁
）

と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
沈
み
迷
っ
て
き
た
自
分
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
自
性
唯
信
に
沈
み
、
定
散
の
自
心
に
迷
っ
て
き
た
自
分
を
は
じ
め
て
そ
こ
に
思
い
知
ら
さ

れ
た
深
い
感
動
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
決
し
て
、
情
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
こ
ま
で
私
を
知
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
法
へ
の

深
い
感
動
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
宗
祖
に
あ
っ
て
、
悲
歎
は
必
ず
法
へ
の
讃
嘆
を
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
法
へ
の
讃
嘆
が
な
い
な
ら
悲
歎
は
絶
望
感
で
し
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か
な
い
。

■

「
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
」

「
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
」
と
い
う
、
こ
の
「
久
し
く
」
と
い
う
言
葉
も
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
も
と
よ
り
願
海
の
中
に
あ
っ
た

と
い
う
驚
き
で
す
ね
。
「
し
か
る
に
常
没
の
凡
愚
」
（
聖
典
三
四
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
一
段
で
す
ね
。
そ
の
最
後
に
「
か
る
が
ゆ
え
に
、
如
来
懸
（
は
る

か
）
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
す
」
（
聖
典
三
四
一
頁
）
と
い
う
、
こ
こ
に
「
懸
（
は
る
か
）
に
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
見
通
さ
れ
て
い
る
と
。
は
じ
め
か

ら
す
で
に
見
通
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
「
如
来
懸
（
は
る
か
）
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
す
」
と
い
う
そ
の
感
動
が
、
こ
の
三
願
転
入
の
文
で
は
、

「
久
し
く
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
久
し
く
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
願
海
に
入
る
時
に
始
め
て
、
い
ま
ま

で
の
自
ら
の
沈
迷
の
歴
史
で
す
ね
。
沈
み
迷
う
て
き
た
、
そ
の
流
転
の
歴
史
の
す
べ
て
が
受
け
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
始
め
て
自
ら
の
歴
史
が
う
な
ず
か
れ
て
き
た
。

そ
う
い
う
思
い
が
「
久
し
く
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
「
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
」
と
い
う
、
そ
こ
に
始
め
て
沈
み
迷
う
て
き
た
常
没
の
凡
愚
で
す
ね
。
常
に
没
し
て
き
た
、
常
没
の
凡
愚

の
の
存
在
が
受
け
と
め
ら
れ
る
。
始
め
て
そ
の
存
在
が
受
け
と
め
ら
れ
た
と
い
う
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
は
繰
り
返
し
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
ね
。

カ
ナ
聖
教
の
ほ
う
で
繰
り
返
し
機
の
事
実
が
押
さ
え
ら
れ
ま
す
。
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
は
、

「
十
方
衆
生
」
と
い
う
は
、
十
方
の
よ
ろ
ず
の
衆
生
な
り
。
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
な
り
。

（
聖
典
五
二
一
頁
）

と
、
そ
こ
に
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
し
て
『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
「
凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
」

と
あ
り
ま
し
て
、
「
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
」
（
聖
典
五
四
五
頁
）
、
そ
れ
か
ら
『
唯
信
鈔
文
意
』
で
は
、
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら

な
り
」
（
聖
典
五
五
三
頁
）
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。

■

わ
れ
ら
と
は
「
ら
」
を
我
と
な
す

そ
の
わ
れ
ら
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
金
子
先
生
が
、
我
と
我
々
に
対
し
て
、
「
わ
れ
ら
」
と
。
我
と
い
う
の
は
自
己
主
張
だ
と
、
我
々
と
い
う
と
き
に
は
責
任
回
避

で
す
。
そ
の
数
の
中
に
紛
れ
込
む
。
み
ん
な
そ
う
だ
と
い
う
、
我
々
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
わ
れ
ら
と
い
う
の
は
、
「
ら
」
を
我
と
な
す
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
こ
と
を
金
子
先
生
が
ご
指
摘
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
ら
」
を
我
と
成
す
と
い
う
の
は
、
い
き
な
り
結
び
つ
け
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
信
心
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
人
一
人

■ 「ここに久しく願海に入りて」
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で
あ
り
つ
つ
、
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
。
共
同
体
と
い
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
、
改
め
て
共
同
体
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
。

「
ら
」
を
我
と
な
す
と
、
担
っ
て
立
た
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
ら
」
に
我
を
見
る
と
言
う
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
「
ら
」
に
う
な
が

さ
れ
る
、
立
た
し
め
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
が
私
に
は
親
し
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
あ
り
方
、
私
ど
も
一
人
一
人
が
人
間
の
事
実
を
わ
れ
ら
と
し
て
立
た
し
め
ら

れ
て
い
く
。
そ
こ
に
一
人
一
人
で
あ
り
つ
つ
、
共
同
体
を
開
い
て
い
く
と
い
う
信
心
と
呼
ぶ
言
葉
で
呼
ば
れ
た
あ
り
方
が
押
さ
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
わ

れ
ら
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
に
、
そ
う
い
う
も
の
を
感
ず
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
足
飛
び
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
本
願
が
開
く
共
同
体
、
即
ち
浄
土
は
決
し

て
ど
こ
か
向
こ
う
に
あ
る
世
界
で
は
な
い
。
決
し
て
理
想
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
学
習
塾
や
何
か
の
方
で
触
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
短
期
大
学
で
二
回
生
の
卒
業
の
時
に
卒
業
論
文
を
書
い
て
も
ら
う
ん
で
す
が
、
七
月
に

毎
年
、
中
間
発
表
と
し
て
、
テ
ー
マ
と
ど
う
い
う
本
を
読
ん
で
、
ど
う
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
と
い
う
骨
組
み
を
発
表
し
て
も
ら
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
て
話
し
合
う
機
会
を
持
つ
ん
で
す
が
。
昨
年
一
人
の
、
お
お
よ
そ
身
を
据
え
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
遠
い
あ
り
方
を
し
て
い
る
学
生
が
、
卒
業
の
テ
ー
マ

に
、
「
僕
は
往
生
極
楽
に
つ
い
て
書
き
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
の
で
、
お
っ
、
と
思
い
ま
し
て
、
そ
う
か
、
君
は
往
生
極
楽
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
ど
う
い
う
よ
う
に

思
っ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
ま
し
た
ら
、
往
き
て
生
ま
れ
て
楽
を
極
め
る
、
と
言
い
ま
し
た
（
笑
）
。
な
る
ほ
ど
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
い
い
で
す
ね
、
何
の
先
入
観
念

も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
く
素
朴
に
呼
ん
で
く
れ
ま
し
て
、
往
き
て
生
ま
れ
て
楽
を
極
め
る
。
そ
の
楽
と
は
何
だ
と
聴
い
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
下
宿
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い

る
こ
と
か
な
と
。
そ
う
か
、
し
か
し
、
下
宿
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
ら
、
よ
う
生
き
た
と
思
え
る
か
、
生
き
生
き
し
て
く
る
か
、
い
や
、
だ
る
い
。
だ
る
い
ん
じ
ゃ
、

お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
話
を
し
て
お
っ
た
ん
で
す
。

■

往
生
と
は
状
況
に
左
右
さ
れ
て
い
る
我
々
の
分
別
を
超
え
て
い
く
こ
と

往
生
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
往
く
と
い
う
字
で
す
ね
。
浄
土
に
往
き
て
生
ま
れ
る
と
。
そ
の
往
く
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
安
田
先
生
が
こ
う
い

う
言
葉
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
の
状
況
に
左
右
さ
れ
て
い
る
我
々
の
分
別
を
超
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
。
我
々
の
分
別

を
超
え
て
、
分
別
の
彼
方
に
行
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
別
の
彼
方
は
、
じ
つ
は
い
の
ち
の
本
来
だ
と
。
い
の
ち
の
本
質
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

「
帰
去
来
」
、
他
郷
と
は
自
分
の
存
在
を
奪
い
取
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
世
界

そ
こ
に
三
箇
所
に
渡
っ
て
、
善
導
大
師
の
「
帰
去
来
」
と
い
う
言
葉
が
引
か
れ
て
き
ま
す
。

（
法
事
讃
）
ま
た
云
わ
く
、
帰
去
来
、
他
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
仏
に
従
い
て
、
本
家
に
帰
せ

よ
。
本
国
に
還
り
ぬ
れ
ば
、
一
切
の
行
願
自
然
に
成
ず
。

（
聖
典
三
五
五
頁
）

真実の教 真実の教 ３99 99



- 37 -

こ
こ
で
は
、
他
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
他
郷
と
い
う
の
は
自
分
の
存
在
を
奪
い
取
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
世
界
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
所
在
の
な
い
世
界
で

す
ね
。
そ
し
て
「
一
切
の
行
願
自
然
に
成
ず
」
と
い
う
、
一
切
の
行
願
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
自
己
そ
の
も
の
が
成
就
す
る
と
。
あ
れ
や
、
こ
れ
や
の
夢
が
満
足
す
る

ん
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
言
葉
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
『
観
経
疏
』
で
す
が
、

（
定
善
義
）
ま
た
云
わ
く
、
西
方
寂
静
無
為
の
楽
に
は
、
畢
竟
逍
遥
し
て
、
有
無
を
離
れ
た
り
。
大
悲
、
心
に
薫
じ
て
法
界
に
遊
ぶ
。
分
身
し
て
物
を
利
す
る
こ

と
、
等
し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な
し
。
あ
る
い
は
神
通
を
現
じ
て
法
を
説
き
、
あ
る
い
は
相
好
を
現
じ
て
無
余
に
入
る
。
変
現
の
荘
厳
意
に
随
い
て
出
ず
。
群
生

見
る
者
、
罪
み
な
除
こ
る
、
と
。
ま
た
賛
じ
て
云
わ
く
、
帰
去
来
、
魔
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。

（
聖
典
二
八
三
頁
）

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
「
分
身
し
て
物
を
利
す
る
こ
と
、
等
し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な
し
」
と
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
善
財
童
子
の
遍
歴
に
お
い
て
は
、
五
十
三
人
の

善
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
が
我
一
分
を
能
く
す
る
の
み
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
分
身
し
て
と
い
う
言
葉
は
生
か
さ
れ
て
い
る
本
願
の
い
の
ち
は
一
つ
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
い
の
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
業
の
身
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
宿
業
の
身
を
通
し
て
、
遇
い
得
た
本
願
を
生
き
て
い
く
。
そ
の
あ
り
方
が
自
ず
と

物
を
利
す
る
と
。
物
は
衆
生
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
人
々
を
利
益
し
て
い
く
と
い
う
。
そ
こ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
で
す
け
れ
ど
も
、
「
等
し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な

し
」
と
。
こ
う
い
う
い
の
ち
の
本
源
に
帰
る
、
つ
ま
り
宿
業
の
身
を
尽
く
し
て
、
い
の
ち
の
本
源
に
帰
る
と
き
、
そ
こ
に
う
な
ず
か
れ
て
く
る
本
源
の
い
の
ち
が
宿
業

の
身
を
通
し
て
は
た
ら
く
。
そ
う
い
う
世
界
が
、
「
青
色
青
光

黄
色
黄
光
」
と
い
わ
れ
る
世
界
を
、
こ
の
言
葉
は
表
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
「
あ
る
い
は
神
通

を
現
じ
て
法
を
説
き
、
あ
る
い
は
相
好
を
現
じ
て
無
余
に
入
る
」
と
い
う
、
言
葉
を
も
っ
て
法
を
表
現
し
説
く
人
も
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
「
相
好
を
現
じ
て
無
余
に
入

る
」
と
、
こ
れ
は
存
在
そ
の
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
存
在
そ
の
も
の
が
本
願
の
世
界
を
現
し
て
い
る
。

帰
去
来
、
魔
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
六
道
に
流
転
し
て
、
尽
く
み
な
径
た
り
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
余
の
楽
な
し
、
た
だ
愁
歎
の
声
を
聞

く
。
こ
の
生
平
を
畢
え
て
後
、
か
の
涅
槃
の
城
に
入
ら
ん
、
と
。

（
聖
典
二
八
四
頁
）

と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
「
帰
去
来
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、｢

真
仏
土
巻｣

に
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

（
定
善
義
）
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
。
大
悲
、
心
に
薫
じ
て
法
界
に
遊
ぶ
。
分
身
し
て
物
を
利
す
る
こ
と
等

し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な
し
。

帰
去
来
、
魔
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
六
道
に
流
転
し
て
、
こ
と
ご
と
く
み
な
径
た
り
。
到
る
処
に
余
の
楽
な
し
、
た
だ
愁
歎
の
声
を
聞

く
。
こ
の
生
平
を
畢
え
て
後
、
か
の
涅
槃
の
城
に
入
ら
ん
、
と
。

（
聖
典
三
二
一
頁
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
分
身
し
て
物
を
利
す
る
こ
と
等
し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な
し
」
、
そ
の
後
の
言
葉
が
省
略
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
ま
ま
「
帰
去
来
、
魔
郷

■ 「帰去来」、他郷とは自分の存在を奪い取られていくような世界
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に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
繋
が
っ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
間
の
言
葉
が
抜
か
れ
た
の
か
が
、
私
に
は
も
う
一
つ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
か
や
は
り

意
図
が
込
め
ら
れ
て
あ
る
か
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

■

「
証
巻
」｢

真
仏
土
巻｣

に
帰
去
来
が
お
か
れ
る
意
味

と
も
か
く
、
「
証
巻
」
、｢

真
仏
土
巻｣

に
、
こ
う
い
う
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
何
か
、
そ
う
い
う
私
ど
も
共
同
体
が
力
に
よ
る
に

し
ろ
、
あ
る
い
は
理
解
し
合
う
と
か
、
い
た
わ
り
合
う
と
か
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
は
異
な
り
ま
し
て
も
、
人
と
人
と
を
た
だ
横
に
結
ん
で
い
く
と
い
う
。
ま
と
め
て
い

く
と
い
う
方
向
に
は
、
つ
い
に
本
当
の
共
同
体
は
開
か
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
一
人
一
人
が
自
ら
の
い
の
ち
の
本
来
に
帰
命
せ
し
め
ら
れ

る
。
本
願
に
帰
命
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
始
め
て
出
遇
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
出
遇
い
と
し
て
開
か
れ
て
く
る
共
同
体
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
真
の
共
同
体
が

開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

私
た
ち
が
私
た
ち
の
ま
ま
で
、
共
同
体
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
私
た
ち
が
本
当
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
出
遇
う
も
の
、
い
ず
れ
も
が
共
に

帰
依
す
る
世
界
を
開
く
と
。
そ
う
い
う
共
に
帰
依
し
得
る
世
界
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
し
か
、
共
に
生
き
て
い
け
る
共
同
体
と
い
う
も
の
は
開
か

れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
あ
り
方
、
そ
う
い
う
姿
を
私
ど
も
に
呼
び
覚
ま
し
て
く
る
と
こ
ろ
に

真
実
の
教
の
は
た
ら
き
を
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
一
九
九
九
年
六
月
十
九
日
）

真実の教 真実の教 ３99 99
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9
9

真
実
の
教

４

一
九
九
九
年
六
月
十
九
日

■

歴
史
を
共
に
享
け
て
い
く

い
ま
あ
ち
ら
で
大
河
内
君
が
、
安
田
先
生
は
五
日
間
か
ら
一
週
間
、
午
前
、
午
後
と
、
ず
っ
と
こ
の
大
地
の
会
で
お
話
し
い
た
だ
い
た
わ
け
で
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う

な
あ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
四
日
間
だ
け
で
根
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
当
に
ご
苦
労
を
お
か
け
し
た
な
あ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

感
じ
ま
し
た
。
お
ま
け
に
藤
元
君
が
い
つ
も
教
え
を
受
け
た
者
に
は
、
教
え
を
受
け
た
者
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
よ
く
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
退
路
を

断
た
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
教
え
を
語
っ
た
覚
え
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
も
ま
た
次
に

責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
藤
元
流
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
次
は
お
前
だ
ぞ
、
ざ
ま
ぁ
み
ろ
と
い
う
、
彼
は
い
つ
も
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ま

ぁ
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
歴
史
を
共
に
享
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

■

最
も
遠
い
存
在
と
向
か
い
合
う

昨
日
、
清
水
公
照
（
し
み
ず
こ
う
し
ょ
う
）
さ
ん
の
書
物
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
と
き
の
湯
葉
屋
さ
ん
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
つ
ね
に
薄
皮
を
剥
が
す
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
そ
の
薄
皮
を
剥
が
す
と
い
う
こ
と
を
怠
る
と
、
そ
こ
に
沈
滞
し
凝
固
す
る
と
。
そ
の
歩
み
、
そ
し
て
そ
の
集
い
は
沈
滞
し
凝
固
す
る
と
い
う
、
固
ま
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
を
ご
指
摘
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
結
局
、
私
た
ち
が
ど
う
い
う
問
い
と
向
か
い
あ
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
最
も
遠
い
存
在
と
向
か
い
合
う
と
言
い
ま
す
か
、
い
つ
も
自
分
に
と
っ
て
最
も
遠
い
存
在
が
自
分
の
世
界
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
。

■

唯
除
の
文

本
願
の
お
言
葉
の
上
で
い
え
ば
唯
除
の
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
願
の
文
に
は
「
唯
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
せ
ん
を
ば
除
く
」
と
い
う
、
そ
れ
は
本
願
成
就
の
文
に
お
い

て
も
置
か
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
唯
除
す
べ
き
問
題
が
消
え
て
無
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
唯
除
と
い
う
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
は
、
親
鸞
聖
人
は
言
葉
と
い
う
受
け
と
め
と
い
い
ま
す
か
、
言
葉
と
い
う
こ
と
で
唯
除
の
文
を
受
け
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
お
き
ま
し

て
、

「
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

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
）

■ 歴史を共に享けていく
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と
、
こ
う
い
う
押
さ
え
で
す
ね
。
こ
う
い
う
言
葉
で
唯
除
と
い
う
こ
と
の
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
に
、
こ
の
言
葉
に
最
初
に
注
意
を
さ
せ
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、
大
河
内
君
の
お
父
さ
ん
、
大
河
内
了
悟
先
生
で
し
た
が
、
こ
の
「
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
と
。
除
く
こ
こ
ろ
で
除
く
と
言
っ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
こ
こ
ろ
で
除
く
と
、
こ
と
ば
と
し
て
除
く
と
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
し
ら
せ
ん
と
な
り
と
い
う
、
そ

う
い
う
こ
と
を
ご
注
意
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
五
逆
誹
謗
正
法
と
い
う
存
在
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。

■

浄
土
の
三
部
と
大
乗
の
三
部

親
鸞
聖
人
ご
自
身
の
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
さ
ら
に
一
闡
提
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
安
田
先
生
は
、
「
教
行
信
証
に
は
浄
土
の
三
部
経
と
同
時
に
大
乗
の
三
部
経
と

い
う
こ
と
が
あ
る
」
と
。
そ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
と
『
華
厳
経
』
と
『
涅
槃
経
』
だ
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
『
華
厳
経
』
『
涅
槃
経
』

が
、
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
引
文
さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
『
涅
槃
経
』
を
通
し
て
一
闡
提
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
難
治
の
三
機
と
、
治
し
難
い
、
癒
し
難
い
存
在
と
し
て
、

そ
れ
仏
、
難
治
の
機
を
説
き
て
、
『
涅
槃
経
』
（
現
病
品
）
に
言
わ
く
、
迦
葉
、
世
に
三
人
あ
り
、
そ
の
病
治
し
が
た
し
。
一
つ
に
は

謗
大
乗
、
二
つ
に
は
五

逆
罪
、
三
つ
に
は
一
闡
提
な
り
。

（
聖
典
二
五
一
頁
）

と
、
こ
う
い
う
お
言
葉
が
、
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
長
々
と
引
用
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
総
序
の
中
で
も
、

こ
れ
す
な
わ
ち
権
化
の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
。

（
聖
典
一
四
九
頁
）

と
、
「
逆
謗
闡
提
」
と
い
う
闡
提
と
い
う
名
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
別
序
の
前
に
あ
る
『
涅
槃
経
』
の
文
で
す
が
、
六
師
外
道
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
ま
す

が
、
そ
の
中
の
一
人
に
つ
い
て
の
文
の
と
こ
ろ
で
、
「
ま
た
一
臣
有
り
て
悉
知
義
と
名
づ
く
」
と
い
う
悉
知
義
の
文
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
の
言
葉
が
ポ
コ
ン
と
挙
げ
ら

れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
坂
東
本
に
だ
け
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
流
布
本
に
は
こ
の
文
は
挙
げ
ら
れ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
の
、
い
ろ
い
ろ
な
講
義
録
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
な
い
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
し
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
も
、
た
だ

親
鸞
聖
人
が
メ
モ
さ
れ
た
も
の
が
綴
じ
る
と
き
に
紛
れ
込
ん
だ
ん
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
済
ま
せ
て
お
ら
れ
る
先
生
も
ご
ざ
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
メ
モ
が
紛
れ
込
ん
だ
と
し
ま
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
文
を
わ
ざ
わ
ざ
メ
モ
さ
れ
た
と
い
う
気
持
ち
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
挙
げ
て

あ
り
ま
す
の
は
、
父
王
を
殺
し
て
王
の
位
に
つ
い
た
も
の
は
、
あ
な
た
（
阿
闍
世
）
だ
け
じ
ゃ
な
い
と
。
い
ま
ま
で
に
そ
の
よ
う
に
し
て
王
の
位
に
就
い
た
者
は
た
く

さ
ん
い
る
と
。
そ
こ
に
ず
っ
と
王
様
の
名
前
が
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
の
人
た
ち
は
皆
そ
う
し
て
王
に
な
っ
た
ん
だ
と
。
そ
し
て
最
後
の
行
で
、

如
是
等
王
皆

害
其
父
悉
無
一
王
生
愁
悩
者

文

真実の教 真実の教 ４99 99
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か
く
の
ご
と
き
ら
の
王
皆
そ
の
父
を
害
す
。
悉
く
一
王
と
し
て
愁
悩
を
生
ず
る
者
無
し
。

（
聖
典
二
〇
九
頁
）

と
、
間
を
抜
き
ま
し
て
「
無
生
愁
悩
者
」
と
い
う
、
こ
れ
が
一
闡
提
の
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
一
闡
提
と
い
う
の
は
、
愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
無
き
者
で
す
ね
。
い
つ
も

ケ
ロ
ン
と
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
ら
の
欲
望
の
み
が
頭
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
生
き
方
に
悩
む
と
か
、
自
分
の
し
た
こ
と
に
悩
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な

い
。
愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
無
き
者
で
す
。

と
、
五
逆
謗
法
と
い
う
五
逆
の
ほ
う
は
、
曇
鸞
大
師
の
説
明
に
五
逆
の
者
は
地
獄
に
堕
ち
る
け
れ
ど
も
、
一
劫
に
し
て
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
こ
れ
は
八
番
問
答
の

第
三
番
目
の
問
答
で
す
が
、

「
五
逆
の
罪
人
、
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
堕
し
て
、
具
に
一
劫
の
重
罪
を
受
く
。
誹
謗
正
法
の
人
は
、

阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
堕
し
て
、
こ
の
劫
も
し
尽
く
れ
ば
、

ま
た
転
じ
て
他
方
の
阿
鼻
大
地
獄
の
中
に
至
る
。
か
く
の
ご
と
く
展
転
し
て
、
百
千
の
阿
鼻
大
地
獄
を
経
」
仏
出
ず
る
こ
と
を
得
る
時
節
を
記
し
た
ま
わ
ず
、
誹
謗
正

法
の
罪
極
重
な
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
な
り
。

（
聖
典
二
七
三
頁
）

と
、
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
の
罪
の
異
な
り
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
五
逆
の
ほ
う
は
言
う
な
ら
ば
有
期
刑
な
ん
で
し
ょ
う
。
「
仏
出
ず
る
こ
と
を
得
る
時
節
を

記
し
た
ま
わ
ず
」
で
す
か
ら
謗
法
の
法
は
無
期
刑
で
す
。
有
期
刑
と
い
う
こ
と
は
、
更
生
へ
の
糸
口
を
持
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
自
ら
の
罪
の

意
識
に
目
覚
め
て
、
改
め
て
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
尋
ね
て
い
く
と
い
う
縁
を
も
っ
て
お
る
。
そ
の
縁
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
五
逆
に
つ
い
て
は
三
乗
の
五

逆
、
大
乗
の
五
逆
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
一
つ
に
は
三
乗
の
五
逆
な
り
」
（
聖
典
二
七
七
頁
）
。
そ
こ
で
見
ま
す
と
、
五
逆
の
ほ
う
は
、

い
わ
く
、
一
つ
に
は
こ
と
さ
ら
に
思
い
て
父
を
殺
す
、
二
つ
に
は
こ
と
さ
ら
に
思
い
て
母
を
殺
す
、

三
つ
に
は
こ
と
さ
ら
に
思
い
て
羅
漢
を
殺
す
、
四
つ
に
は

倒
見
し
て
和
合
僧
を
破
す
、
五
つ
に
は
悪
心

を
も
っ
て
仏
身
よ
り
血
を
出
だ
す
。

（
聖
典
二
七
七
頁
）

そ
こ
に
全
部
「
こ
と
さ
ら
に
」
「
倒
見
し
て
」
「
悪
心
を
も
っ
て
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
こ
と
さ
ら
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
い

え
ば
、
そ
の
こ
と
を
本
能
的
に
た
め
ら
う
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
あ
え
て
為
す
こ
と
に
た
め
ら
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
ら
う
も
の
を
あ
る
意
味
で
自

分
で
押
し
切
っ
て
、
「
こ
と
さ
ら
に
」
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
や
は
り
心
の
痛
み
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
逆
と
い
う
の
は
、
自
己
の
本
来
に
背
い
て
と
い
う
、
自

分
の
自
然
に
背
い
て
あ
え
て
為
す
と
い
う
、
「
逆
」
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
、

恩
田
に
背
き
福
田
に
違
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
「
逆
」
と
す
。

（
聖
典
二
七
七
頁
）

と
、
人
間
と
し
て
の
本
来
性
に
背
い
て
お
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
逆
と
い
う
言
葉
が
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
そ
れ
を
い
え
ば
、
自
分
の
自

然
と
言
い
ま
す
か
、
自
分
の
人
間
と
し
て
の
心
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
に
あ
え
て
逆
ら
っ
て
犯
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
五
逆
の
ほ
う
は
、
罪
の

■ 浄土の三部と大乗の三部
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意
識
へ
の
目
覚
め
に
近
く
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
自
ら
犯
し
て
い
る
こ
と
を
、
罪
と
し
て
自
覚
し
て
い
く
縁
を
な
お
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
出
ず
る
と
き
を
得
る
こ
と
に

な
る
ん
で
し
ょ
う
。

■

謗
法

し
か
し
、
誹
謗
正
法
、
こ
れ
は
謗
法
は
邪
見
と
『
論
註
』
の
中
に
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
謗
法
は
ど
こ
ま
で
も
自
ら
を
正
し
い
と
し
て
い
る
。
自
ら
の
考
え
、

自
ら
の
あ
り
方
を
正
し
い
と
自
負
し
て
い
る
。
そ
こ
に
謗
法
の
者
に
は
、
謗
法
の
心
の
ま
ま
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
罪
と
し
て
自
覚
す
る
縁
を
持
た
な
い
と
い
う

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
無
期
刑
で
あ
り
ま
す
ね
。
出
ず
る
と
き
を
記
し
た
ま
わ
ず
と
。
た
だ
邪
見
に
よ
っ
て
法
を
謗
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
謗
る
と
い
う
こ
と
は
、

背
中
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
無
関
係
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
た
ら
、
謗
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
謗
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
存
在
を
認
め

て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
存
在
に
関
わ
っ
て
い
く
。
関
わ
り
方
は
後
ろ
向
き
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
少
な
く
と
も
無
関
係
に
は
い
な
い
と
い
う
、
そ
こ
に
な
お

や
は
り
一
つ
の
縁
を
も
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

■

愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
な
き
者

だ
け
ど
愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
な
き
者
は
ケ
ロ
ン
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
ら
を
問
う
と
か
、
人
間
を
問
う
と
か
、
あ
る
い
は
生
活
の
事
実
に
苦
悩
す
る

と
か
、
何
か
そ
う
い
う
心
が
な
い
。
た
だ
い
ま
自
ら
の
欲
望
に
の
み
生
き
て
お
り
、
そ
う
い
う
世
界
に
満
足
し
て
い
る
。

こ
れ
は
和
田
先
生
の
言
葉
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
「
白
い
闇
」
と
い
う
。
本
人
は
ケ
ロ
ン
と
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
明
る
い
ん
で
す
よ
ね
。
決
し
て
暗
く
な

い
ん
で
す
。
ま
こ
と
に
刹
那
刹
那
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
明
る
い
。
し
か
し
、
そ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
は
、
ま
こ
と
に
深
い
闇
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い

る
。
闇
を
闇
と
気
づ
く
と
か
、
闇
を
闇
と
し
て
苦
悩
す
る
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
こ
に
な
お
言
葉
に
出
遇
う
、
教
え
に
出
遇
う
と
い
う
縁
を
持
つ
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
自
ら
闇
に
在
っ
て
、
し
か
も
明
る
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ほ
ど
深
い
闇
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
あ
り
方
が
「
愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
な
し
」
と
。
親
鸞
聖

人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
一
闡
提
の
問
題
が
非
常
に
大
き
な
問
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
五
逆
も
謗
法
も
ま
だ
仏
法
と
無
関
係
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

だ
け
ど
一
闡
提
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
な
ん
で
し
ょ
う
。
ま
っ
た
く
無
関
係
に
生
き
て
い
る
。
し
か
も
自
分
自
身
に
満
ち
足
り
て
生
き
て
い
る
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
、

信
心
が
つ
ね
に
問
い
返
さ
れ
て
い
く
。
自
ら
が
信
心
に
お
い
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
人
間
と
し
て
の
道
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
闡
提
と
い
う
存
在

は
ま
こ
と
に
重
い
存
在
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
こ
に
最
も
遠
い
存
在
を
受
け
と
め
る
、
あ
る
い
は
最
も
遠
い
存
在
と
真
向
か
い
に
な
る
。
そ
こ
に
は
じ
め
て
自
己
の
あ

り
方
が
具
体
化
さ
れ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
一
人
よ
が
り
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ど
な
た
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
信
順
者
、
昨
日
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
ひ
た
す
ら
な
る
信
順
者
の
あ
る
と
こ
ろ
、
懸
命
の
疑
謗
者
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あ
り
」
と
い
う
、
私
を
理
解
し
、
私
に
従
っ
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
信
順
者
に
よ
っ
て
は
決
し
て
自
己
が
具
体
化
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
自

己
を
具
体
化
さ
せ
て
く
る
も
の
は
、
じ
つ
は
最
も
深
く
疑
謗
す
る
者
で
あ
り
、
最
も
自
分
に
と
っ
て
度
し
難
き
存
在
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
日
、
門
井
君
が
、
一
番
下
の
子
ど
も
が
ま
だ
小
さ
く
て
幼
稚
園
の
年
長
組
だ
そ
う
で
す
ね
。
も
の
す
ご
く
可
愛
い
よ
う
で
、
風
呂
も
一
緒
に
入
っ
て
、
と
て
も
可

愛
い
と
い
う
話
で
し
た
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
私
も
孫
が
可
愛
く
て
、
息
子
の
ほ
う
は
可
愛
い
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
じ
ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
孫
の
ほ
う
は
可

愛
い
で
す
ね
。

け
れ
ど
も
、
譬
え
ば
親
な
ら
親
と
し
て
私
を
具
体
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
否
で
も
応
で
も
親
と
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
親

不
幸
な
子
に
よ
る
ん
で
す
ね
。
親
孝
行
な
子
ば
か
り
も
っ
た
親
は
、
不
幸
な
ん
で
す
ね
。
考
え
ず
に
進
ん
で
い
き
ま
す
か
ら
ね
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
は
学
生
に
非
常

に
恵
ま
れ
て
お
り
ま
し
て
、
否
で
も
応
で
も
、
教
師
と
は
何
だ
ろ
う
と
。
教
え
る
教
育
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。

■

一
番
遠
い
存
在
か
ら
問
い
返
さ
れ
る

で
す
か
ら
、
共
同
体
な
ら
共
同
体
で
も
、
具
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仲
間
内
で
い
ろ
い
ろ
固
め
て
い
く
こ
と
で
具
体
化
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
逆
に
一
番
遠
い
存

在
か
ら
問
い
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
問
い
返
し
を
受
け
と
め
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
、
否
で
も
応
で
も
、
自
分
た
ち
の
あ
り
方
、
自
分
た
ち
の
歩
み
が

問
い
と
な
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
自
己
満
足
と
い
う
と
こ
ろ
に
安
住
さ
せ
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。■

唯
除
の
文
は
本
願
と
は
つ
ね
に
未
完
成

で
す
か
ら
唯
除
の
文
を
本
願
の
言
葉
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
と
い
う
の
は
つ
ね
に
未
完
成
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
本
願
は
成
就
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
完
成
は
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
本
願
が
本
願
と
し
て
成
就
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
本
願
の
歩
み
が
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
ん
で
し
ょ
う
。

成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
論
註
』
で
、

願
も
っ
て
力
を
成
ず
、
力
も
っ
て
願
に
就
く
。
願
、
徒
然
な
ら
ず
、
力
、
虚
設
な
ら
ず
。
力
・
願
相

符
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
成
就
と
曰
う
。

（
聖
典
一
九
九
頁
）

成
就
と
い
う
の
は
、
願
が
力
と
成
り
、
歩
み
、
は
た
ら
き
、
そ
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
い
よ
い
よ
願
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
成
就
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で
本
願
が
、
法
蔵
の
本
願
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
本
願
が
歩
み
出
す
。
十
方
の
衆
生
に
向
か
っ
て
歩
み
出
す
。
そ
こ
に
成
就
と
い
う
こ
と
が

あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
歩
み
は
完
成
は
し
て
い
な
い
、
そ
し
て
、
そ
の
歩
み
が
完
成
し
た
と
い
う
と
き
に
沈
滞
と
凝
固
が
始
ま
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い

う
沈
滞
と
凝
固
、
そ
れ
は
何
か
、
そ
の
歩
み
が
完
成
し
た
と
自
負
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
本
願
は
つ
ね
に
新
た
な
呼
び
か
け
と
な
っ
て
、
そ
の
時
代
社
会
に

■ 一番遠い存在から問い返される
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は
た
ら
き
続
け
る
。
つ
ね
に
時
代
社
会
の
問
い
を
受
け
て
、
そ
の
時
代
社
会
に
は
た
ら
き
続
け
る
。
そ
れ
は
終
わ
る
こ
と
の
な
い
、
ゴ
ー
ル
イ
ン
す
る
こ
と
の
な
い
歩

み
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
問
い
を
抱
え
て
い
る
。
問
い
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
世
界
が
つ
ね
に
新
た
に
さ
れ
て
い
く
。
薄
皮
を
剥
が
さ
れ
続
け
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

■

阿
難
の
存
在

そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
意
味
で
、
阿
難
と
い
う
人
は
一
闡
提
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
愁
悩
を
生
ず
る
こ
と
無
き
人
で
あ
っ
た
ん
で
す
。
阿
難
と
い
う
人
は
非
常
に
人

間
と
し
て
も
純
粋
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
と
も
か
く
真
面
目
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
愛
情
を
深
く
も
っ
て
お
り
、
何
よ
り
も
釈
尊
を
心
か
ら
尊
敬

し
て
お
る
。
そ
し
て
い
か
な
る
会
座
に
あ
っ
て
も
、
つ
ね
に
一
番
前
に
座
っ
て
一
言
も
聞
き
漏
ら
さ
な
い
。
ま
さ
に
聞
法
第
一
と
称
讃
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
そ
れ
は
も
う
一
闡
提
ど
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
阿
難
に
あ
っ
て
は
、
尊
敬
せ
ず
に
は
お
れ

な
い
そ
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
側
に
あ
っ
て
、
そ
の
側
に
あ
る
自
分
と
い
う
者
、
自
分
に
問
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
つ
い
に
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
ひ
た
す
ら
な
る
尊

敬
を
も
っ
て
聞
法
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
分
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
疑
問
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
阿
難
は
最
後
ま
で
阿
羅
漢

に
成
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、
さ
と
り
を
開
け
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
の
阿
羅
漢
に
成
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
も
っ
と
深
い
意
味
が
見
ら
れ

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
と
も
か
く
事
柄
と
し
て
い
え
ば
、
阿
難
は
最
後
ま
で
阿
羅
漢
の
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
、
釈
尊
に
と
っ
て
は
、
阿
難
と
い
う
ほ
う
は
本
当
に
耐
え
難
い
存
在
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
自
分
を
本
当
に
尊
敬
し
て
く
れ
て
い
る
し
、
ひ
た

す
ら
真
面
目
に
聞
い
て
く
れ
て
い
る
し
、
し
か
も
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
や
り
切
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
人
間
的
に
い
え
ば
、
そ
っ
ぽ
を

向
い
て
い
て
、
さ
と
り
れ
な
い
な
ら
、
ざ
ま
あ
見
ろ
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
す
ね
。
ひ
た
す
ら
な
る
も
の

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
に
も
関
わ
ら
ず
さ
と
り
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
こ
に
法
が
成
就
し
て
い
な
い
と
い
う
問
い
を
、
釈
尊
は
抱
え
続
け
て
い
か
れ
た

ん
で
し
ょ
う
。

そ
の
阿
難
が
は
じ
め
て
自
分
の
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
尊
敬
せ
ず
に
お
れ
な
い
、
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
の
釈
尊
か
ら
、
正
し
く
仏
陀
と
し
て
の
釈
尊
で
す
。
私
の

あ
り
方
を
照
ら
し
出
し
、
私
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
問
い
か
け
て
く
だ
さ
る
、
そ
う
い
う
仏
陀
と
し
て
の
釈
尊
に
出
遇
っ
た
。
そ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
の
発
起
序
で
ご

ざ
い
ま
す
ね
。
阿
難
は
未
だ
か
っ
て
こ
の
よ
う
な
お
姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
驚
き
の
声
を
発
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
『
観
経
』
に
お
き
ま
し
て
も
、
韋
提
希
と
い
う
存
在
は
同
じ
で
す
ね
。
大
外
護
者
と
言
い
ま
す
か
、
教
団
を
支
え
て
い
る
力
、
財
力
・
権
力
に
お
い
て
、
釈

尊
の
教
団
を
、
自
分
は
外
か
ら
護
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
自
負
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
釈
尊
を
尊
敬
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
こ
に
よ
し
本
当
に
自
ら
の
教
え
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を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
韋
提
希
が
は
じ
め
て
、
仏
陀
の
前
に
五
体
投
地
す
る
。

■

『
観
経
』
の
韋
提
希

『
観
経
』
の
場
合
は
、
な
ぜ
韋
提
希
が
五
体
投
地
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
そ
う
い
う
王
舎
城
の
事
件
、
悲
劇
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
常
性
が
引
き

裂
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
同
時
に
ご
承
知
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
善
導
大
師
の
科
文
に
従
っ
て
『
観
経
』
を
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

聖
典
九
二
頁
の
後
ろ
か
ら
三
行
目
か
ら
が
欣
浄
縁
で
、
そ
れ
ま
で
が
厭
苦
縁
で
す
。
経
文
を
見
ま
す
と
、
ず
っ
と
一
続
き
の
韋
提
希
の
言
葉
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
真
ん
中
で
断
ち
切
っ
て
、
善
導
大
師
は
前
は
厭
苦
縁
、
そ
し
て
「
唯
、
願
わ
く
は
世
尊
、
我
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き
た
ま
え
」
（
聖
典

九
二
頁
）
か
ら
が
欣
浄
縁
と
読
み
直
し
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
見
分
け
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
韋
提
希
の
大
き
な
回
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
っ
て
お
ら
れ

る
ん
で
し
ょ
う
。

■

沈
黙
の
説
法
の
意
味

そ
の
回
心
せ
し
め
た
も
の
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
釈
尊
の
沈
黙
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
沈
黙
の
説
法
が
あ
っ
た
ん
だ
と
。
言
葉
と
し
て
は
、
韋
提

希
の
言
葉
が
ず
ー
っ
と
続
い
て
い
る
だ
け
だ
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
沈
黙
の
ま
ま
に
、
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
説
法
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
言
い
方
で
、
多
く
の
先
生
方
が

指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
こ
に
釈
尊
の
五
体
投
地
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
韋
提
希
の
五
体
投
地
に
先
だ
っ
て
、
釈
尊
の
五
体
投
地
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
こ
そ
韋
提
希
の
愚
痴
の
言
葉
の
中
の
、

「
世
尊
ま
た
何
等
の
因
縁
ま
し
ま
し
て
か
、
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
」
。

（
聖
典
九
二
頁
）

と
い
う
言
い
方
は
や
さ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
陀
と
も
あ
る
あ
な
た
が
ど
う
し
て
提
婆
一
人
を
、
深
い
肉
親
的
な
関
係
、
深
い
師
弟

の
関
係
、
二
重
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
提
婆
一
人
を
、
な
ぜ
教
化
で
き
な
い
ん
だ
と
い
う
愚
痴
で
す
ね
。
そ
の
韋
提
希
の
言
葉
の
前
に
、
私
は
釈
尊
は
五
体
投
地
さ
れ

た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
自
分
の
前
に
五
体
投
地
さ
れ
る
姿
が
韋
提
希
を
し
て
五
体
投
地
せ
し
め
る
。
ど
こ
ま
で
も
分
別
に
立
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
悲
劇
の
ど

ん
底
に
落
ち
て
も
な
を
分
別
に
立
っ
て
お
る
韋
提
希
を
し
て
、
五
体
投
地
せ
し
め
た
の
は
、
仏
陀
の
五
体
投
地
だ
と
、
私
は
そ
う
思
う
ん
で
す
。
韋
提
希
の
場
合
は
そ

う
い
う
釈
尊
の
五
体
投
地
と
い
う
こ
と
が
、
歩
み
の
中
に
感
ず
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

『
無
量
寿
経
』
の
場
合
は
阿
難
の
回
心
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
は
じ
め
て
仏
陀
に
遇
う
た
と
。
そ
こ
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
と
。
そ
こ
に
少
な
く

と
も
経
文
を
通
し
て
押
さ
え
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
結
局
、
時
が
熟
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
言
葉
で
し
か
言
え
な
い
。
こ
う
こ
う
だ
か

ら
、
こ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
何
か
ま
さ
に
時
機
純
熟
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

■ 『観経』の韋提希
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■

「
時
あ
っ
て
時
に
」

出
遇
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
霊
瑞
華
の
時
あ
っ
て
時
に
い
ま
し
出
ず
る
が
ご
と
し
」
（
聖
典
一
五
三
頁
）
と
い
う
、
そ
こ
に
「
時
あ
っ
て
時
に
」
、
こ
れ
が

時
を
得
た
と
。
時
が
熟
し
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
つ
ま
り
阿
難
の
思
い
か
ら
す
れ
ば
、
何
時
に
変
わ
っ
て
、
仏
陀
が
自
分
の
中
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
個
人
的
に
い
え
ば
偶
然
な
ん
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
、
こ
う
し
て
、
こ
う
だ
か
ら
、
こ
う
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
そ
れ
は
安
田

先
生
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
と
し
て
い
え
ば
偶
然
、
し
か
し
そ
こ
に
歴
史
的
な
必
然
が
成
就
し
て
い
る
」
。
そ
う
い
う
私
た
ち
が
先
生
に
遇
う
と
か
、
仏
法
に
遇

う
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
偶
然
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
の
ち
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
必
然
だ
と
。
時
を
た
ま
わ
っ
た
と
い
う
。
時
が
私
の
上
に
熟
し
た
と
い

う
出
来
事
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

大
変
広
げ
す
ぎ
た
話
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
八
万
四
千
の
法
門
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
釈
尊
に
お
い
て
経
道
滅
尽
さ
せ
た
も
の
は
阿
難
な

ん
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
説
い
て
み
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
阿
難
を
し
て
自
覚
を
開
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
い
ろ
い
ろ
う
な
ず
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

阿
難
は
い
よ
い
よ
見
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
問
題
を
抱
え
て
、
仏
陀
が
自
ら
に
お
い
て
問
い
続
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
説
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
が
本

願
で
す
。

何
か
こ
の
阿
難
と
仏
陀
と
の
出
遇
い
と
い
う
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
よ
う
な
大
き
な
歴
史
の
、
あ
る
い
は
仏
法
の
展
開
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。

■

仏
々
相
念

と
も
か
く
そ
こ
に
阿
難
が
は
じ
め
て
仏
陀
釈
尊
に
遇
う
た
と
い
う
。
そ
こ
に
出
遇
っ
た
世
界
を
阿
難
は
、
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
」
（
聖

典
一
五
三
頁
）
と
、
そ
こ
に
仏
々
相
念
の
世
界
を
見
た
と
。
い
ま
ま
で
は
釈
尊
個
人
が
絶
対
的
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
釈
尊
個
人
を
見
て
い
た
阿
難
が
、
は
じ
め

て
仏
陀
釈
尊
を
通
し
て
、
仏
と
仏
と
相
い
念
じ
た
も
う
相
念
の
世
界
に
は
じ
め
て
触
れ
た
と
言
い
ま
す
か
。
そ
れ
は
も
う
一
つ
い
え
ば
、
自
分
自
身
、
そ
の
相
念
の
世

界
の
中
に
自
ら
を
見
い
出
さ
し
め
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
驚
き
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

「
如
明
浄
鏡

影
暢
表
裏
」
と
「
明
鏡
浄
影

如
暢
表
裏
」

い
ま
ま
で
外
に
ば
か
り
見
て
い
た
仏
徳
と
い
う
も
の
が
、
仏
々
相
念
の
事
実
と
し
て
、
自
ら
の
上
に
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
驚
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は

ご
承
知
の
よ
う
に
発
起
序
の
文
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
教
巻
」
に
お
き
ま
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
発
起
序
の
文
が
引
文
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

今
日
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
魏
魏
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
ご
と
し
。

（
聖
典
一
五
二
頁
）
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と
、
こ
の
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
の
発
起
序
の
文
で
は
、

今
日
、
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
魏
魏
と
ま
し
ま
す
。
明
ら
か
な
る
浄
鏡
の
表

裏
に
影
暢
す
る
が
ご
と
し
。

（
聖
典
七
頁
）

と
「
教
巻
」
で
は
、
「
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
ご
と
し
」
と
引
い
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
発
起
序
で
は
、
「
明
ら
か
な
る
浄
鏡
の
表
裏
に
影
暢
す
る
が

ご
と
し
」
と
ご
ざ
い
ま
し
て
、
宗
祖
の
読
み
替
え
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
「
如
明
浄
鏡

影
暢
表
裏
」
と
い
う
言
葉
が
、
浄
と
鏡
の
文
字
が
ひ

っ
く
り
か
え
っ
て
、
「
明
鏡
の
浄
き
影
」
、
「
明
鏡
浄
影

如
暢
表
裏
」
と
。
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
版
で
す
ね
、
宋
の
時
代
の
『
無
量
寿
経
』
、
明
の
時
代
の

『
無
量
寿
経
』
の
版
で
は
「
明
鏡
浄
影
」
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
だ
け
が
、
あ
え
て
こ
う
い
う
読
み
を
取
ら
れ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ

う
で
す
が
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
そ
う
い
う
経
典
を
読
ま
れ
て
読
み
替
え
ら
れ
た
の
か
、
親
鸞
聖
人
が
ご
自
身
で
こ
う
い
う
読
み
を
さ
れ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。

と
も
か
く
発
起
序
の
読
み
方
で
い
え
ば
「
明
鏡
」
が
主
語
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
「
表
裏
に
影
暢
す
る
と
」
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
読
み
替

え
で
は
、
「
影
」
が
主
語
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
影
に
お
い
て
存
在
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
月
影
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
ま
す
ね
。
影
だ
け
れ
ど
も
、
影
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
ね
、
月
を

表
す
。
月
の
は
た
ら
き
を
表
す
。
同
じ
よ
う
に
こ
の
場
合
も
、
「
明
鏡
の
浄
影
」
、
つ
ま
り
阿
難
が
阿
難
の
中
に
、
阿
難
の
上
に
成
就
し
て
い
る
そ
の
明
鏡
を
見
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
ま
で
、
外
に
と
言
い
ま
す
か
、
上
に
の
み
見
て
い
た
仏
陀
が
、
自
ら
の
中
に
自
ら
を
う
な
が
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
自
ら
の
内
に
仏
徳
を
見

い
出
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
表
裏
に
暢
る
と
い
う
、
こ
れ
は
鏡
が
本
当
に
明
鏡
、
明
る
く
澄
ん
だ
鏡
で
あ
る
場
合
は
表
面
も
裏
も
な
い
、
そ
う
い
う
あ
り
方

と
し
て
、
透
き
通
る
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
言
わ
れ
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
が
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
元
君
が
鏡
に
お
け
る
表
と
は
仏
陀
だ
と
。
裏
と
は
凡

夫
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
に
仏
陀
と
凡
夫
と
が
一
つ
の
世
界
を
見
出
し
て
き
た
と
言
い
ま
す
か
、
こ
の
阿
難
と
仏
陀
と
の
出
遇
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
異
訳
経
典
を
そ
こ
に
宗
祖
は
挙
げ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、

『
平
等
覚
経
』
に
言
わ
く
、
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
「
世
間
に
優
曇
鉢
樹
あ
り
、
た
だ
実
あ
り
て
華
あ
る
こ
と
な
し
、
天
下
に
仏
ま
し
ま
す
、
し
ま
し
華

の
出
ず
る
が
ご
と
し
な
ら
く
の
み
。
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
、
は
な
は
だ
値
う
こ
と
を
得
る
こ
と
難
し
。
今
、
我
仏
に
作
り
て
天
下
に
出
で
た
り
。
も
し
大
徳

あ
り
て
、
聡
明
善
心
に
し
て
仏
意
を
知
る
に
よ
っ
て
、
も
し
わ
す
れ
ず
は
、
仏
辺
に
あ
り
て
仏
に
侍
え
た
て
ま
つ
る
な
り
。
も
し
今
問
え
る
と
こ
ろ
、
普
く
聴
き
、

諦
ら
か
に
聴
け
」
と
。

（
聖
典
一
五
四
頁
）

■ 「如明浄鏡 影暢表裏」と「明鏡浄影 如暢表裏」
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と
、
「
も
し
大
徳
あ
り
て
」
の
「
も
し
」
と
い
う
の
は
、
「
若
」
と
い
う
字
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「
ナ
ン
ジ
」
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
ナ
ン
ジ
」
と
な

っ
て
い
る
版
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
若
（
な
ん
じ
）
大
徳
あ
り
て
」
と
。
仏
が
阿
難
に
対
し
て
、

若
（
な
ん
じ
）
大
徳
あ
り
て
、
聡
明
善
心
に
し
て
仏
意
を
知
る
に
よ
っ
て
、
若
（
な
ん
じ
）
わ
す
れ
ず
は
、
仏
辺
に
あ
り
て
仏
に
侍
え
た
て
ま
つ
る
な
り
。

と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
異
訳
の
ほ
う
に
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
難
は
「
大
徳
あ
り
て
、
聡
明
善
心
に
し
て
仏
意
を
知
る
に
よ
っ
て
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
仏
陀
の
徳

を
仏
陀
の
徳
と
し
て
本
来
知
っ
て
お
っ
た
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
の
側
に
つ
ね
に
お
っ
た
ん
だ
と
。
文
と
し
て
は
そ
う
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

■

通
請
か
ら
別
選
へ

こ
れ
も
阿
難
が
仏
陀
の
仏
陀
と
し
て
の
徳
を
知
り
通
し
て
お
っ
た
と
。
は
っ
き
り
と
知
っ
て
お
っ
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
会
座
に
お

け
る
阿
難
に
つ
い
て
、
藤
元
君
が
何
か
あ
る
と
い
う
感
覚
だ
と
。
何
か
あ
る
と
、
し
か
し
は
っ
き
り
は
し
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
は
じ
め
て
抱
え
た
と
。
こ
れ

は
韋
提
希
の
場
合
は
、
欣
浄
縁
の
最
初
の
と
こ
ろ
を
、
善
導
は
通
請
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
通
請
と
い
う
こ
と
は
、
問
い
は
起
こ
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
問

い
が
漠
然
と
し
て
い
る
と
。
通
請
か
ら
別
選
へ
と
い
う
。
別
選
と
い
う
こ
と
は
、
別
選
と
い
う
こ
と
は
問
い
を
明
確
に
自
覚
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
道
で
あ
っ
た
と
。

そ
の
前
に
通
請
と
い
う
こ
と
は
お
も
し
ろ
い
言
葉
で
す
ね
。
漠
然
と
し
た
求
め
た
問
い
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
『
観
経
』
の
場
合
で
す
と
、
韋
提
希
の
中
に
は
じ
め

て
、
韋
提
希
を
破
る
よ
う
な
問
い
が
兆
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
を
破
っ
て
私
を
歩
ま
し
め
る
よ
う
な
、
私
を
う
な
が
し
続
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
問
い

に
は
じ
め
て
目
覚
め
た
と
。
そ
こ
に
通
請
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
。
藤
元
君
が
「
汝
大
徳
あ
り
て
」
と
い
う
こ
の
一
段
は
、
そ
う
い
う
何
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、

何
か
あ
る
と
い
う
感
覚
で
す
ね
。
何
か
う
な
が
し
続
け
る
も
の
が
あ
る
。
何
か
う
な
が
し
続
け
る
も
の
に
触
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
何
か
は
わ
か
ら
ん
。

そ
う
い
う
う
な
が
し
続
け
る
も
の
が
、
こ
れ
で
あ
っ
た
と
。
そ
う
受
け
と
め
し
め
る
も
の
が
出
遇
い
な
ん
で
し
ょ
う
。
じ
つ
は
出
遇
い
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
自
分
を

う
な
が
し
続
け
て
い
る
も
の
に
出
遇
う
の
で
あ
っ
て
、
相
手
の
人
に
出
遇
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。■

出
世
本
懐
は
私
を
う
な
が
し
続
け
て
い
る
も
の
に
目
覚
め
る

つ
ま
り
真
実
の
教
と
い
う
の
は
、
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
私
を
う
な
が
し
続
け
て
い
る
も
の
に
目
覚
め
る
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い

う
こ
と
と
し
て
の
出
世
本
懐
で
す
。
私
の
問
い
は
こ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
問
い
が
は
っ
き
り
し
た
と
。
私
た
ち
は
、
こ
の
人
生
に
お
い
て
救
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
問
い
が
は
っ
き
り
す
る
。

人
生
に
答
え
な
ん
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
も
し
何
か
、
こ
う
こ
う
こ
う
だ
か
ら
人
生
に
意
味
が
あ
る
と
。
こ
う
こ
う
こ
う
だ
か
ら
、
聞
法
、
求
道
に
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
な
ら
ば
、
聞
法
よ
り
も
、
そ
の
目
的
を
立
て
て
い
る
も
の
の
ほ
う
に
生
き
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
こ
の
人
生
そ
の
も
の
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
。
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人
生
に
答
え
が
出
て
、
は
じ
め
て
人
生
が
意
味
あ
る
も
の
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
人
生
は
一
つ
の
手
段
に
な
り
ま
す
。■

「
真
実
の
利
」

「
真
実
の
利
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
こ
れ
は
御
自
釈
の
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
ま
ま
挙
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
弥
陀
・
釈
迦
二
尊
の
徳
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
。

釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

（
聖
典
一
五
二
頁
）

真
実
の
利
を
恵
む
と
い
う
。
そ
こ
に
仏
陀
が
世
に
出
興
し
た
も
う
本
意
が
あ
り
、
真
実
の
教
た
る
所
以
が
あ
る
と
。

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し

て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と

欲
し
て
な
り
。

（
聖
典
一
五
三
頁
）

と
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
宗
祖
が
御
自
釈
と
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
真
実
の
利
と
い
う
こ
と
を
『
一
念
多
念
文
意
』
で
、

「
真
実
之
利
」
と
も
う
す
は
、
弥
陀
の
誓
願
を
も
う
す
な
り
。

（
聖
典
五
四
二
頁
）

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
「
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
（
聖
典
一
五
二
頁
）
と
い
う
言
い
方
と
同
じ
で
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
真
実
の
教
だ
と
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
な
い
。
真
実
の
教
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
そ
の
も
の
だ
と
。
同
じ
よ
う

に
「
真
実
の
利
」
と
は
誓
願
に
す
く
わ
れ
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
誓
願
そ
の
も
の
が
真
実
の
利
だ
と
。
「
真
実
之
利
と
も
う
す
は
、
弥
陀
の
誓
願
を
も
う
す
な

り
」
。

つ
ま
り
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
利
益
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
人
生
の
全
体
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
と
ら
せ
る
願
で
す
。
生
き
る

こ
と
の
一
歩
一
歩
が
願
に
出
遇
う
場
と
し
て
開
か
れ
て
く
る
。
そ
の
願
を
生
き
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
問
い
を
生
き
る
。
そ
の
問
い
を
生
き
る
こ
と
が
人
間
と
し

て
こ
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
だ
と
。
そ
う
い
え
る
問
い
が
見
つ
か
る
、
そ
う
い
う
問
い
が
明
ら
か
に
な
る
。
問
い
が
解
決
し
て
人
生
に
意
味
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
問
い
を
問
う
こ
と
、
そ
の
問
い
に
生
き
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
人
生
を
正
し
く
人
間
の
人
生
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
個
人

性
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
生
が
私
個
人
の
人
生
に
留
ま
る
な
ら
、
愚
痴
や
悲
歎
や
、
優
越
感
、
劣
等
感
を
超
え
ら
れ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
問
い
に

お
い
て
私
の
人
生
が
人
間
の
人
生
に
な
る
。

■

阿
難
の
問
い
を
讃
嘆
す
る

で
す
か
ら
、
「
教
巻
」
に
お
き
ま
し
て
、
仏
陀
は
阿
難
の
問
い
を
讃
嘆
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
こ
に
問
い
を
起
こ
し
た
阿
難
に
対
し
て
、
お
前
は
諸
天
に
教
え
ら

れ
て
、
そ
の
問
い
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
と
、
あ
え
て
問
い
返
さ
れ
ま
す
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

■ 「真実の利」
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阿
難
、
仏
に
白
さ
く
、
「
諸
天
の
来
り
て
我
を
教
う
る
者
、
あ
る
こ
と
な
け
ん
。
自
ら
所
見
を
も
っ
て
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
な
ら
く
の
み
」
と
。

（
聖
典
一
五
三
頁
）

と
、
「
自
以
所
見
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
阿
難
は
阿
難
の
事
実
に
お
い
て
問
い
を
発
し
て
お
る
。
「
自
ら
所
見
を
も
っ
て
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
な
ら
く
の

み
と
」
、
そ
れ
だ
け
だ
と
、
こ
う
い
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

仏
の
言
わ
く
、
「
善
い
か
な
阿
難
、
問
え
る
と
こ
ろ
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
、
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
、
衆
生
を
愍
念
せ
ん
と
し
て
、
こ
の
慧
義
を
問
え
り
。

（
聖
典
一
五
三
頁
）

「
愍
念
衆
生
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
阿
難
に
そ
ん
な
思
い
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
が
人
間
と
し
て
の
人
生
の
事
実
に
即
し
た
問
い
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
そ
の
問
い
は
そ
の
ま
ま
、
こ
の
人
生
を
共
に
生
き
る
者
の
大
き
な
導
き
に
な
る
。
阿
難
が
衆
生
を
愍
念
し
て
問
い
を
起
こ
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
阿
難

は
自
ら
の
事
実
に
お
い
て
問
い
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
起
こ
さ
れ
た
問
い
は
愍
念
衆
生
と
い
う
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
お
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
阿
難
は
そ
の

問
い
に
お
い
て
は
じ
め
て
衆
生
と
出
遇
う
。

■

衆
生
と
は
一
つ
の
い
の
ち
を
共
に
生
き
る
者

衆
生
と
い
う
こ
と
を
、
以
前
、
私
の
父
の
三
回
忌
の
と
き
で
し
た
か
ね
、
宗
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
衆
生
と

い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
て
、
衆
生
と
い
う
言
葉
を
一
つ
の
い
の
ち
を
共
に
生
き
る
者
と
い
う
言
葉
で
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
深
く
印
象
に
残
っ
て

お
り
ま
す
。
一
つ
の
い
の
ち
を
共
に
生
き
て
お
る
。
バ
ラ
バ
ラ
の
い
の
ち
を
生
き
て
お
る
者
が
集
ま
っ
て
も
衆
生
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
何
か
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
違

っ
て
も
、
一
つ
の
世
界
を
共
に
生
き
て
お
る
と
う
な
ず
き
合
え
る
世
界
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
に
お
い
て
は
私
の
問
い
を
尽
く
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
一
歩
一
歩
に
お
い
て
人
と
出
遇
っ
て
い
く
歩
み
に
な
る
、
そ
う
い
う
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

■

続
け
る
こ
と

真
実
の
教
と
は
、
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
の
真
実
の
問
い
を
起
こ
さ
し
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
問
い
を
問
い
続
け
る
こ
と
を
持

（
た
も
）
つ
と
言
い
ま
す
か
、
支
え
て
い
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
つ
ね
に
そ
の
教
え
に
帰
る
と
こ
ろ
に
、
改
め
て
そ
の
問
い
を
担
い
続
け
て
生
か
し
め
ら
れ
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。

そ
の
意
味
で
こ
の
大
地
の
会
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
問
い
と
お
互
い
に
出
遇
い
直
し
て
い
く
場
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。
何
か
一
年
に
一
度
で

ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
年
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
生
き
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
お
い
て
出
遇
っ
て
き
た
い
ろ
ん
な
事
柄
が
、
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人
間
の
問
い
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
そ
こ
に
聞
法
の
場
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
な
い
か
。

藤
元
君
の
い
う
、
教
え
を
聞
い
た
者
に
は
聞
い
た
者
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
言
葉
も
じ
つ
は
、
そ
う
い
う
問
い
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
歩
み
の

中
で
た
ま
わ
っ
た
問
い
を
。
た
ま
わ
っ
た
と
言
い
ま
す
か
、
顕
ら
か
に
さ
れ
た
問
い
を
ま
た
改
め
て
問
い
直
し
さ
せ
ら
れ
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
な
あ
と
。

そ
の
意
味
で
湯
葉
に
こ
だ
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
私
に
と
っ
て
も
、
こ
の
大
地
の
会
が
、
正
に
薄
皮
を
剥
が
さ
れ
る
場
で
あ
る
よ
う
に
自
分
自
身
感
じ
て
お
る

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
か
大
き
な
題
を
挙
げ
な
が
ら
、
ど
う
も
充
分
お
話
で
き
ま
せ
ん
で
、
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。

（
一
九
九
九
年
六
月
十
九
日
）

■ 続けること


